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古
道
の
風
景
に
魅
せ
ら
れ
て

―
―
北
山
・
奥
美
濃
で
学
ん
だ
も
の

竹
内
康
之

元が
ん

三ざ
ん

大だ
い

師し

道

｢掃
除
場
」
―
四
角
柱
の
石
の
側
面
に
彫
ら
れ
た
文
字
が
何
を
意

味
す
る
の
か
、
初
め
は
全
く
想
像
で
き
な
か
っ
た
。
場
所
は
延え
ん

暦り
ゃ
く

寺
の
寺
領
。
回か
い

峰ほ
う

行ぎ
ょ
う

者
が
通
る
道
で
あ
り
、
そ
の
一
環
で
決
め
ら

れ
て
い
る
の
か
と
も
思
っ
た
。
だ
が
、修
行
の
内
実
は
口
伝
な
の
で
、

一
般
に
知
ら
せ
る
必
要
な
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
。

よ
く
観
察
す
る
と
、
表
面
は
摩
耗
し
て
読
み
難
い
も
の
の
、
上
に

寺
院
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
道
に
面
す
る
側
に
は
梵
字（
キ
リ
ー
ク
）

の
下
に
町
数
が
あ
っ
て
、
距
離
を
示
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
丁ち
ょ
う

（
町ち
ょ
う

）
石い
し

だ
っ
た
。

比
叡
山
の
「
掃
除
場
」
標
石
探
し
は
、
こ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か

ら
始
め
た
。
そ
の
こ
ろ
、
親
し
く
さ
せ
て
も
ら
っ
た
定じ
ょ
う

光こ
う

院
（
横よ

川か
わ

に
あ
る
日
蓮
聖
人
の
修
行
地
）
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
文
字
の
解

読
だ
け
で
な
く
、埋
も
れ
て
い
る
標
石
の
発
掘
な
ど
に
取
り
組
ん
だ
。

長は

谷せ

出だ
し

（
走は
せ

出だ
し

＝
京
都
市
左
京
区
八や

瀬せ

秋あ
き

元も
と

町
）
か
ら
横
川
の
元

三
大
師
堂
（
四し

季き

講
堂
）
ま
で
三
十
六
町
（
一
里
）
あ
る
こ
と
や
、

数
字
の
下
に
施
主
（
寄
進
者
）
の
名
前
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
横

に
「
大
師
講
中
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
商
人
を
中
心
と
す
る
信
者
集

団
（
講
）
に
よ
っ
て
、
道
の
維
持
・
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
。

こ
の
参
詣
道
は
、
京
都
と
堅か
た

田た

（
滋
賀
県
大
津
市
）・
湖こ

西せ
い

方
面
を

結
ぶ
峠
道
（「
横
川
越
」）
を
利
用
し
て
お
り
、
途
中
の
不ふ

二に

門も
ん

で
分

か
れ
て
横
川
へ
向
か
う
。
京
都
か
ら
元
三
大
師
堂
ま
で
最
短
距
離
で

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
便
利
な
ル
ー
ト
で
あ
る
。
往
来
す
る
人
々

8



が
多
か
っ
た
の
か
、
走
出
ノ
茶
屋
の
ほ
か
に
宿や
ど
り

（
休
憩
所
・
茶
店
）

が
2
ヶ
所
営
ま
れ
て
お
り
、平
坦
な
跡
地
が
往
時
を
偲
ば
せ
る
。『
虞

美
人
草
』（
夏
目
漱
石
）
の
一
場
面
、
宗
近
君
ら
が
比
叡
山
へ
向
か
う

情
景
と
も
重
な
っ
た
。

な
に
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
ど
の
標
石
も
横
川
か
ら
八
瀬
へ
下
山

す
る
方
向
の
正
面
に
、「
從
是
西
（
一
町
）」「
掃
除
場
」
が
帰
途
の
参

詣
者
に
見
え
る
よ
う
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
（
現
状
で
逆
の
場
合

は
、
移
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）。
信
者
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
寺

院
の
担
当
区
間
（
一
町
）
を
、
後
か
ら
参
拝
す
る
人
々
の
た
め
に
掃

除
し
な
が
ら
（
功
徳
を
積
む
意
味
で
）、
帰
路
に
つ
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
講
に
よ
る
定
期
的
な
保
守
活
動
も
な
さ
れ

た
に
違
い
な
い
。

伝
教
大
師
（
最
澄
）
が
開
い
た
延
暦
寺
の
三さ
ん

塔と
う

（
東と
う

塔ど
う

・
西さ
い

塔と
う

・

横
川
）
の
な
か
で
、
当
時
は
横
川
全
体
が
よ
ほ
ど
隆
盛
だ
っ
た
と
見

え
、
現
在
に
名
を
残
す
寺
院
だ
け
で
な
く
、
廃
絶
し
た
坊
名
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

『比
叡
山
三
塔
諸
堂
沿
革
史
』（
武
覚
超
・
叡
山
学
院
・
1
9
9
3

年
）
に
載
る
、「
比
叡
山
の
山
坊
変
遷
一
覧
表
」
で
確
認
し
て
み
る
。

江
戸
時
代
初
期
の
『
山
門
幷
葛
川
記
』（
1
6
5
2
年
）
と
江
戸
時
代

中
期
の
『
山
門
三
塔
坂
本
惣
絵
図
』（
1
7
6
7
年
）
に
は
記
さ
れ
る

が
、
明
治

（
1
8
9
7
）
年
の
『
山
上
坊
宇
間
数
調
簿
』
に
記
載

12

の
な
い
名
称
は
、
惠え

心し
ん

院
・
鷄け
い

頭と
う

院
・
龍り
ゅ
う

禪ぜ
ん

院
で
あ
る
。
ま
た
、
享

保

（
1
7
3
4
）
年
に
纏
ま
っ
た
膳ぜ

所ぜ

藩
の
『
近
江
お
う
み

輿よ

地ち

志し

略り
ゃ
く

』

19
（
寒さ
む

川か
わ

辰と
き

清き
よ

編
）
に
は
、「
横
川
十
四
坊
」
と
し
て
ほ
か
に
顯け
ん

壽じ
ゅ

院
の

名
が
挙
が
る
。

江
戸
時
代
の
坊
の
数
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
も
の
の
、
明
治
時
代

の
横
川
で
は
3
分
の
1
に
減
っ
て
お
り
、現
況
は
7
寺
院
し
か
な
い
。

堂
舎
区
域
を
歩
け
ば
、
山
坊
跡
の
平
坦
地
が
あ
ち
こ
ち
に
広
が
る
ば

か
り
で
あ
る
。
確
認
で
き
た
町
石
だ
け
を
こ
こ
に
示
し
た
が
、
新
た

に
見
付
か
れ
ば
僧
院
の
数
は
増
え
る
は
ず
だ
。

こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
江
戸
時
代
中
期
ま
で
に
標
石
は
設
置
さ

れ
た
と
推
測
で
き
る
。「
奉
再
興
」
と
し
て
、
三
十
五
町
石
が
元
三
大

師
堂
の
門
前
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
元
三
大
師
道
の
歴
史
は

さ
ら
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

｢比
叡
山
中
興
の
祖
」
と
言
わ
れ
る
慈じ

慧え

大
師
（
良り
ょ
う

源げ
ん

）
は
、
正

月
三
日
に
入
滅
し
た
こ
と
か
ら
「
元
三
大
師
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

優
れ
た
高
僧
と
し
て
名
を
成
し
、
鎌
倉
仏
教
に
つ
な
が
る
土
壌
を
つ

く
っ
た
こ
と
で
も
尊
崇
を
集
め
る
。
護
符
「
角つ
の

大
師
」「
豆ま
め

大
師
」
の

ほ
か
、
定じ
ょ
う

心し
ん

房ぼ
う

（
漬
物
）
と
お
み
く
じ
（
観
音
百
籤
）
の
元
祖
と
し

て
知
ら
れ
、
今
も
参
拝
者
の
姿
が
絶
え
ず
、
相
談
に
訪
れ
る
人
は
多

い
。
商
業
の
発
展
に
伴
う
社
会
的
な
背
景
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
民
衆

（
特
に
商
人
）
の
心
を
握
っ
た
証
が
あ
る
こ
と
に
、
人
々
の
暮
ら
し
や

古道の風景に魅せられて

9
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元三大師道のルートと「掃除場」の標石位置図



古道の風景に魅せられて
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連
綿
と
続
く
歴
史
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

歩
い
て
参
詣
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
戦
後
ま
で
、
標
石
と
丁

（
町
）
石
は
何
種
類
も
建
立
さ
れ
て
き
た
。
形
の
違
う
石
が
並
ぶ
光

景
は
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
が
、
奉
納
年
代
を
お
よ
そ
特
定
で
き
る

も
の
で
は
、
長
谷
出
（
走
出
＝
現
「
登
山
口
」
バ
ス
停
）
か
ら
横
川

へ
向
か
う
一
連
の
も
の
が
、
最
古
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

五
寸
五
分
角
の
大
き
な
石
柱
は
、
往
時
の
人
々
の
強
い
信
仰
を
具

現
化
し
た
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
点
在
す
る
「
町
」
石
は
元
三

大
師
堂
に
向
け
て
数
が
増
え
る
の
に
対
し
、「
丁
」
石
は
出
発
地
点
か

ら
逆
に
減
っ
て
い
く
（
起
点
＝
元
三
大
師
堂
）。
明
治
・
大
正
・
昭
和

と
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
、
目
的
地
ま
で
の
残
り
の
距
離
を
明
確
に

す
る
様
式
へ
と
変
化
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代
の
合
理
性
を
反
映
し
た

も
の
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、別
ル
ー
ト
で
こ
の
道
に
合
流
し
て
も
、

参
拝
者
に
と
っ
て
先
が
読
め
る
の
で
あ
り
が
た
い
。

横
川
へ
続
く
道
に
は
、
ほ
か
に
「
横
川
（
横
河
）」
と
表
記
す
る
も

の
が
あ
る
。
ま
た
、「
定
光
院
」「
日
蓮
聖
人
」を
掲
げ
る
も
の
も
あ
っ

て
、詳
細
な
目
的
地
を
案
内
す
る
必
要
か
ら
出
て
き
た
工
夫
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
元
三
大
師
（
横
川
・
横
河
）
道
の
標
石
と
並
ん
で
立
て

ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、信
奉
す
る
対
象
を
あ
え
て
示
し
て
い
る
。

2
0
1
8
年
9
月
に
近
畿
地
方
を
直
撃
し
た
台
風

号
（
国
際
名

21

＝
Jebi）
は
、
比
叡
山
で
も
甚
大
な
被
害
を
残
し
た
。
倒
木
や
斜
面

の
崩
落
が
各
所
で
起
き
、
今
も
樹
木
の
整
理
と
復
旧
作
業
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
参
詣
道
の
な
か
に
は
、埋
も
れ
て
い
た
丁
石
や
石
仏
が
、

災
害
に
よ
っ
て
地
表
へ
現
わ
れ
る
例
も
出
て
き
た
。
ま
だ
発
見
に
至

ら
な
い
町
（
丁
）
石
を
求
め
、
今
後
も
探
査
は
続
け
る
つ
も
り
で
い

る
。大お

お

峯み
ね

奥お
く

駈が
け

道

紀
伊
半
島
を
南
北
に
縦
断
す
る
大
峰
山
脈
は
、
延
長
1
0
0
㎞
を

超
す
大
山
脈
で
あ
る
。
若
い
こ
ろ
か
ら
、
白
川
し
ら
こ

又ま
た

川
な
ど
ス
ケ
ー
ル

12

十八町の標石
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元三大師堂(四季講堂）



の
あ
る
沢
登
り
や
、
山さ
ん

上じ
ょ
う

ヶ
岳
を
は
じ
め
と
す
る
主
な
山
峰
に
足

跡
を
残
し
て
き
た
。
近
年
に
な
っ
て
「
熊く
ま

野の

古
道
」
を
歩
き
始
め
、

同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
な
が
ら
異
な
る
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
修

験
道
の
修
行
ル
ー
ト
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
々
が
な
ぜ
熊
野
を
目

指
す
の
か
と
い
う
根
源
的
な
動
機
に
惹ひ

か
れ
る
。

後ご

白し
ら

河か
わ

上
皇
（
法
皇
）
は
、
生
涯
に

度
（
も
し
く
は

度
）
も

33

34

熊
野
へ
詣
で
た
（
熊
野
御ご

幸こ
う

）。
や
が
て
、
民
衆
が
加
わ
り
活
況
を
呈

し
た
と
さ
れ
、「
蟻
の
熊
野
詣
」
と
呼
ば
れ
る
。
各
所
に
残
る
石
畳
が

そ
の
盛
況
ぶ
り
を
伝
え
、古
い
も
の
は
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
る
ら
し
い
。

な
か
で
も
伊い

勢せ

路じ

は
、
東
国
の
人
々
に
と
っ
て
人
生
を
懸
け
る
べ

き
対
象
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
た
。
ま
ず
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
、
そ

の
後
は
海
辺
か
ら
峠
を
越
え
て
次
の
海
辺
へ
向
か
う
。
紀き

伊い

国の
く
に

は

広
く
険
し
い
地
形
で
、
熊
野
三
山
（
熊
野
本ほ
ん

宮ぐ
う

大
社
・
熊
野
速は
や

玉た
ま

大

社
・
熊
野
那な

智ち

大
社
）
を
巡
る
行
程
は
困
難
を
極
め
た
。
途
中
で
斃た
お

れ
た
人
た
ち
の
供
養
塔
が
そ
れ
を
物
語
る
。
旅
は
な
お
西
国
三
十
三

所
観
音
巡
礼
に
引
き
継
が
れ
、
故
郷
へ
戻
る
の
に
数
ヶ
月
か
ら
1
年

ほ
ど
要
し
た
ら
し
い
。
盛
ん
だ
っ
た
江
戸
時
代
の
「
道
中
日
記
」
に

は
、
生
き
生
き
と
出
来
事
が
綴
ら
れ
る
。

伊
勢
路
の
ほ
か
、
紀
伊
路
と
一
体
に
な
っ
た
中な
か

辺へ

路ち

や
高こ
う

野や

山さ
ん

を

出
発
す
る
小こ

辺へ

路ち

。
往
時
の
人
々
の
心
に
想
い
を
馳は

せ
な
が
ら
、
そ

の
道
筋
を
お
お
む
ね
歩
き
終
え
た
今
、
残
る
は
大
峯
の
奥
駈
で
本
宮

大
社
へ
参
拝
す
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
的
な
要
素
が
芯
と
な
る
一
本

の
道
。
古
く
は
熊
野
か
ら
吉
野
へ
向
か
う
順じ
ゅ
ん

峰ぷ

が
多
く
、
近
世
に

な
っ
て
か
ら
逆ぎ
ゃ
く

峰ふ

（
吉
野
か
ら
熊
野
へ
）
が
主
流
に
な
っ
た
。

霊
地
と
さ
れ
る
「
大
峯
七
十
五
靡な
び
き

」（
本
来
は
七
十
五
里
）
の
、

七
十
五
番
目
は
吉
野
川
の
「
柳や
な
ぎ

ノの

宿し
ゅ
く

」（
六む

田だ

の
橋
）
で
あ
る
。
峰み
ね

入い

り
（
奥お
く

通ど
お

り
）
は
、
こ
こ
か
ら
金き
ん

峯ぷ

山せ
ん

蔵ざ

王お
う

堂
を
経
て
大
峰
山
脈

の
稜
線
を
南
へ
た
ど
る
。
修
行
な
ら
熊
野
本
宮
大
社
ま
で
一
度
で
済

ま
せ
た
い
が
、古
道
を
理
解
す
る
た
め
何
回
に
も
分
け
て
歩
き
た
い
。

元
三
大
師
道
で
培
っ
た
足
元
や
周
囲
を
見
る
習
慣
。
回
数
を
重
ね
る
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こ
と
で
、
見
え
る
も
の
が
あ
る
と
信
じ
る
。

こ
の
春
に
、
同
好
の
士
で
吉
野
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
靡
の
ほ
か
歴

史
的
・
文
化
的
に
重
要
な
場
所
を
意
識
し
て
、
少
し
ず
つ
先
へ
進
む

つ
も
り
で
い
る
。
現
地
で
は
、
人
々
に
よ
っ
て
踏
み
固
め
ら
れ
掘
り

込
ま
れ
た
ル
ー
ト
が
、
同
じ
道
で
も
複
数
存
在
す
る
様
子
を
目
に
し

た
。
先
人
の
痕
跡
や
時
間
の
経
過
に
よ
る
変
遷
を
解
き
明
か
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
道
が
持
つ
積
み
重
な
っ
た
構
造
の
内
奥
に
、
少
し
は

迫
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
道
を
歩
く
魅
力
と
は
、
日
常
に
は
な
い

体
験
を
基
礎
に
、
隠
れ
た
り
、
忘
れ
去
ら
れ
た
未
知
な
る
心
の
奥
を

推
し
測
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

｢北
山
」「
奥
美
濃
」
の
峠
道

古
代
の
道
は
、
国
を
治
め
る
基
盤
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
日
本
の

歴
史
に
登
場
す
る
表
舞
台
だ
が
、
人
々
の
営
み
や
個
々
の
感
情
・
意

識
が
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
峠
や
山
岳
を

介
し
て
つ
な
が
る
地
域
・
地
方
を
俯
瞰
す
れ
ば
、
遥
か
に
興
味
深
い

内
容
が
浮
か
び
上
が
る
。
水
系
が
異
な
る
と
、
建
物
の
構
造
や
景
観

が
変
わ
る
農
山
村
の
た
た
ず
ま
い
。
風
雪
に
耐
え
鎮
座
す
る
峠
の
地

蔵
尊
と
石
室
は
、
行
き
交
う
人
た
ち
に
何
を
施
し
、
ど
の
よ
う
な
気

持
ち
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
。
古
道
の
核
心
は
、
生
業
や
信
仰
で
往
来

す
る
人
々
の
心
と
姿
に
あ
る
。

古道の風景に魅せられて
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高
校
に
入
学
し
た
登
山
の
入
門
者
が
、
ま
ず
目
指
し
た
の
は
「
北

山
三
十
山
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
正
時
代
の
「
山
城
三
十
山
」（
京

都
府
立
第
一
中
学
校
山
岳
部
）
を
改
定
し
た
も
の
。
登
る
べ
き
目
標

や
指
針
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
高
校
時
代
の
3
年
間
で
登
頂
数
を
競

い
合
っ
た
。
在
籍
時
の
三
十
山
表
は
、
京
都
市
街
近
郊
か
ら
若
狭
湾

近
く
ま
で
あ
っ
て
、
と
て
も
広
義
な
「
北
山
（
京
都
北
山
）」
と
い
う

概
念
で
捉
え
て
い
る
。

現
代
と
比
べ
て
奥
地
は
不
便
で
あ
り
、
徒
歩
が
格
段
に
重
要
だ
っ

た
。
1
色
刷
り
の
5
万
分
の
1
地
形
図
に
描
か
れ
た
山
中
の
小
道

が
、
当
時
の
交
通
体
系
と
社
会
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
針は
り

畑は
た

川

（
安あ

曇ど

川
支
流
）
流
域
で
は
、
1
日
歩
い
て
も
車
1
台
す
ら
通
ら
な
い

こ
と
が
あ
っ
た
。
下
山
し
て
山
里
を
歩
い
て
い
る
と
、
住
人
か
ら
と

き
ど
き
声
を
掛
け
ら
れ
る
。
マ
ツ
タ
ケ
を
い
た
だ
い
た
り
、
材
木
搬

送
の
ト
ラ
ッ
ク
に
便
乗
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
ご
く
普
通
の
出
来

事
だ
っ
た
。

現い

在ま

で
は
、「
鯖さ
ば

街
道
」
と
呼
ば
れ
る
若
狭
か
ら
京
都
へ
魚
を
運
ぶ

道
。
か
つ
て
は
人
の
背
に
担
が
れ
、
峠
を
い
く
つ
も
越
え
て
続
い
て

い
た
。
目
的
地
に
応
じ
て
幾
筋
も
の
ル
ー
ト
が
あ
り
、
私
た
ち
は

ピ
ー
ク
を
目
指
す
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
よ
く
利
用
し
た
。
多
く
の
谷

筋
に
は
、
伐
採
し
た
木
を
搬
出
す
る
た
め
の
木
馬
き
ん
ま

道
が
敷
設
さ
れ
、

油
で
滑
る
丸
木
を
慎
重
に
歩
い
た
こ
と
が
懐
か
し
い
。

古道の風景に魅せられて
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直す
ぎ

谷
（
鴨
川
・
雲く
も

ヶが

畑は
た

川
上
流
）
に
あ
る
ク
ラ
ブ
の
山
小
屋
も
、

山
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
。
貴き

船ぶ
ね

（
京
都
市
左
京
区
鞍く
ら

馬ま

貴
船
町
）
か

ら
芹
生
せ
り
ょ
う

峠
を
経
て
よ
く
通
っ
た
。「
二に

ノの

瀬せ

ユ
リ
」「
小
豆
あ
ず
き

坂
」
な
ど
、

周
辺
に
は
山
道
が
四
通
八
達
し
て
い
る
。
そ
の
「
北
山
荘
」（
鴨お
う

沂き

・

洛
北
高
校
山
岳
部
＝
現
Ｏ
Ｂ
「
北
山
の
会
」
＝
管
理
）
が
、
京
都
市

の
「
京
都
を
彩
る
建
物
や
庭
園
」
に
選
定
さ
れ
た
（
2
0
2
0
年
・

第

-0
4
6
号
）。
こ
れ
ま
で
、
個
人
的
な
美
意
識
や
価
値
観
を

10
養
っ
て
く
れ
た
存
在
が
登
山
文
化
と
結
び
付
き
、
評
価
さ
れ
た
こ
と

に
驚
く
。
周
辺
の
広
葉
樹
林
は
自
然
度
が
高
く
、
小
屋
を
取
り
巻
く

風
景
は
美
し
い
。

も
う
一
つ
、
印
象
深
い
も
の
に
『
北
山
の
峠
』（
全
3
巻
・
1
9
7

8
〜

年
・
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
）
が
あ
る
。
著
者
の
金か
ね

久ひ
さ

昌ま
さ

業な
り

氏
は
、

80

「
村
か
ら
峠
へ
、
峠
か
ら
ま
た
村
へ
と
、
そ
し
て
最
後
に
国
境
の
峠
を

越
え
る
と
若
狭
の
海
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
緑
の
山
の
中

に
蜿え
ん

蜿え
ん

と
延
び
る
一
条
の
白び
ゃ
く

道ど
う

に
も
似
て
い
る
」
と
し
て
、
木
々
や

雑
草
に
覆
わ
れ
、
役
目
を
終
え
た
古
い
道
も
「
生
き
て
い
る
と
い
う

感
情
が
静
か
に
身
を
包
む
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（「
は
じ
め
に
」
よ

り
抜
粋
）。
自
然
景
観
と
人
文
景
観
。
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
と
、
幅
広

い
要
素
の
一
体
感
が
大
切
だ
と
教
わ
っ
た
。

次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
活
動
の
中
心
は
「
奥
美
濃
」
に
移
る
。

揖い

斐び

川
の
上
流
に
は
、
1
9
8
7
年
ま
で
岐
阜
県
揖
斐
郡
徳と
く

山や
ま

村

（
現
・
揖
斐
川
町
）
が
あ
っ
た
。
支
流
（
西に
し

谷
）
の
最
上
流
は
門か
ど

入に
ゅ
う

と
い
う
集
落
で
、
下
流
に
戸と

入に
ゅ
う

が
並
ぶ
。「
に
ゅ
う
」
は
「
丹に

生う

」

の
意
だ
ろ
う
が
、
奥
地
か
ら
順
に
「
門
」「
戸
」
を
経
て
中
心
地
（
本ほ
ん

郷ご
う

）
と
い
う
関
係
（
位
置
）
が
お
も
し
ろ
い
。
隔
絶
さ
れ
た
山
住
み

の
人
々
に
と
っ
て
外
界
と
の
接
点
は
、
川
沿
い
で
な
く
ホ
ハ
レ
峠
し

か
な
い
。
こ
の
道
は
、
さ
ら
に
八は
っ

草そ
う

峠
や
鳥と
り

越ご
え

峠
を
越
え
て
近
江
国

お
う
み
の
く
に

（
滋
賀
県
）
に
続
く
。
徳
山
ダ
ム
に
伴
う
廃
村
ま
で
、
地
名
の
考
察
を

基
に
古
い
辰し
ん

砂し
ゃ

の
採
取
地
な
ど
を
、
地
元
の
方
々
と
一
緒
に
踏
査
し

た
。ホ

ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
言
え
る
「
北
山
」「
奥
美
濃
」
で
学
ん
だ
の

は
、
風
土
を
受
け
止
め
る
広
い
視
野
で
あ
る
。
古
道
を
指
向
す
る
原

点
は
峠
道
に
あ
り
、
自
身
の
目
を
通
し
て
探
究
す
る
心
を
こ
れ
か
ら

も
携
え
て
い
た
い
。

（
元
京
都
支
部
会
員
)
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コ
ロ
ナ
と
登
山
、
模
索
を
続
け
た
2
0
2
0
年

柏
澄
子

「
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
」
の
な
か
で

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
と
登
山
を
主
軸
に
、
2
0
2
0

年
を
振
り
返
る
と
い
う
題
目
を
い
た
だ
い
た
。
私
は
、
登
山
全
般
を

テ
ー
マ
に
し
た
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
が
、
2
0
2
0
年
は
ラ
イ
タ
ー
と

し
て
取
材
を
し
た
の
は
ご
く
わ
ず
か
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
自
分
自
身

が
感
染
拡
大
の
な
か
で
生
き
抜
く
こ
と
に
も
が
い
て
い
た
し
、
見
た

り
書
い
た
り
す
る
以
前
に
、
私
自
身
も
身
を
置
て
い
る
登
山
の
社
会

と
業
界
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
模
索
し
て
い
た
。
経
験
し
た
こ
と

は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
報
告
し
た
い
。
登
山
界
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
コ
ロ
ナ
と
向
き
合
い
、山
に
向
き
合
っ
た
1
年
。

こ
の
先
の
登
山
社
会
を
育
む
ヒ
ン
ト
を
少
し
で
も
見
出
し
て
も
ら
え

る
と
し
た
ら
望
外
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
登
山
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る

方
々
と
意
見
交
換
を
し
な
が
ら
、
未
来
を
考
え
て
い
き
た
い
。

〝
team
K
O
I〞（
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
集
ま
っ
た
私
的
チ
ー
ム
）
は
、

「
コ
ロ
ナ
元
年
」
と
言
わ
れ
る
2
0
2
0
年
4
月
に
生
ま
れ
た
。
政

府
が
非
常
事
態
宣
言
を
出
し
、
登
山
者
に
と
っ
て
は
、
山
に
登
る
こ

と
も
ま
ま
な
ら
な
い
時
期
だ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
常
生
活
す

ら
変
わ
っ
た
人
が
、
大
半
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
岳
4
団
体
（
一
般
社
団
法
人
日
本
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ

ン
グ
協
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
、
日
本
勤
労
者

山
岳
連
盟
、
公
益
社
団
法
人
日
本
山
岳
会
）
が
、
登
山
の
自
粛
を
呼

び
か
け
た
の
は
、

年
4
月

日
。「
自
粛
」
を
辞
書
で
引
く
と
「
自

20
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ら
慎
む
」
と
あ
る
。
他
者
に
強
要
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
考
え
、

自
ら
の
意
思
で
、
登
山
を
す
る
こ
と
を
ひ
か
え
る
と
い
う
意
味
に
な

る
。
け
れ
ど
、
山
岳
4
団
体
か
ら
自
粛
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
な
る

と
、
影
響
力
は
大
き
い
。
私
自
身
、
4
団
体
の
な
か
の
3
団
体
の
会

員
で
あ
り
、
当
会
に
お
い
て
は
、
当
時
、
理
事
を
務
め
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、「
出
口
」
を
見
つ
け
た
い
と
考
え
て
い
た
。「
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ

ロ
ナ
」
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
登
山
が
再
開
で
き
る
の
か
、
探
っ

て
い
き
た
い
。
4
月
末
の
時
点
で
、
な
に
が
で
き
る
の
か
ま
っ
た
く

わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
。

そ
れ
に
は
山
岳
団
体
だ
け
で
な
く
、
登
山
を
と
り
ま
く
社
会
に
関

わ
る
あ
ら
ゆ
る
立
場
の
方
々
と
、
垣
根
を
越
え
て
意
見
交
換
し
、
協

力
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。

ま
ず
山
田
淳
に
相
談
を
し
た
。
山
田
と
は
、「
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
」

の
登
山
だ
け
で
な
く
、
今
後
の
登
山
全
体
の
こ
と
を
考
え
て
い
き
た

い
と
い
う
話
を
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
山
田
が
『
山
と
溪
谷
』

2
0
2
0
年
9
月
号
に
端
的
に
書
い
て
い
る
の
で
、
一
部
抜
粋
し
な

が
ら
引
用
し
た
い
。

＊

登
山
業
界
が
、
い
や
、
登
山
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
社
会
全

体
の
な
か
で
、
独
り
よ
が
り
な
理
解
で
き
な
い
人
た
ち
の
も
の
、
と

見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
何
ら
か
の
動
き
が
で
き
な
い
か
。
そ
の
た
め

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
を
含
め
よ
う
。
ド
ク
タ
ー
、
山
小
屋
、
山

岳
ガ
イ
ド
、
旅
行
会
社
。
つ
な
が
り
の
深
い
人
た
ち
か
ら
選
ぶ
の
で

は
な
く
、
全
体
感
を
も
っ
て
論
議
で
き
る
メ
ン
バ
ー
に
し
よ
う
。
そ

う
や
っ
て
声
が
け
を
し
て
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
を
集
め
ま
し
た
。（
中

略
）今

後
の
山
登
り
に
、
team
K
O
Iは
明
る
い
未
来
を
見
て
い
ま
す
。

自
然
の
な
か
で
遊
ぶ
と
い
う
、
人
と
し
て
当
た
り
前
の
行
為
が
、
社

会
の
な
か
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
。
そ
し
て
、
山
と
い
う
、
先
鋭
的

な
冒
険
野
郎
か
ら
健
康
の
た
め
の
ハ
イ
カ
ー
ま
で
、
多
く
の
人
を
楽

し
ま
せ
て
き
た
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
も
よ
り
多
く
の
人
を
魅
了
し
て

く
れ
る
よ
う
に
。（
中
略
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
は
、
ち
ょ
っ
と
長
い
付
き
合
い
に
な
り

そ
う
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
も
一
つ
の
き
っ
か
け
。
ど
ん
な
明
る
い
未

来
が
描
け
る
か
、
み
ん
な
で
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

＊

山
田
が
2
0
2
0
年
7
月
中
旬
に
書
い
た
文
章
で
あ
る
が
、
4
月

に
、
最
初
に
2
人
で
話
し
た
と
き
と
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り
、
普

遍
的
な
内
容
だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
を
共
有
し
た
う
え
で
、

山
を
仕
事
の
場
と
す
る
人
た
ち
に
声
を
か
け
、
以
下
の
9
人
で
ス

タ
ー
ト
し
た
（
肩
書
は
当
時
の
も
の
）。

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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浅
井
悌
（
医
師
、
利
尻
島
国
保
中
央
病
院
副
院
長
、
日
本
山
岳
ガ

イ
ド
協
会
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
イ
ド
委
員
、
災
害
人
道
医
療

支
援
会
理
事
）

稲
垣
泰
斗
（
医
師
、
北
里
大
学
医
学
部
総
合
診
療
医
学
特
任
助
教
、

「
ウ
ィ
ル
ダ
ネ
ス

メ
デ
ィ
カ
ル

ア
ソ
シ
エ
イ
ツ

ジ
ャ
パ
ン
」
医
療
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

柏
澄
子
（
ラ
イ
タ
ー
、
日
本
山
岳
会
理
事
）

近
藤
謙
司
（
国
際
山
岳
ガ
イ
ド
、
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ガ
イ
ズ
、
ス

ト
ー
ン
マ
ジ
ッ
ク
、
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
理
事
）

佐
々
木
大
輔
（
国
際
山
岳
ガ
イ
ド
、
ガ
イ
ド
盤
渓
、
日
本
山
岳
ガ

イ
ド
協
会
理
事
）

佐
藤
泰
那
（
編
集
者
、『
ラ
ン
ド
ネ
』
編
集
長
、
Ｋ
Ｕ
Ｋ
Ｋ
Ａ
）

花
谷
泰
広
（
甲
斐
駒
ヶ
岳
黒
戸
尾
根
・
七
丈
小
屋
、
山
岳
ガ
イ
ド
）

柳
沢
太
貴
（
赤
岳
鉱
泉
・
行
者
小
屋
）

山
田
淳
（
や
ま
ど
う
ぐ
レ
ン
タ
ル
屋
、
フ
ィ
ー
ル
ド
＆
マ
ウ
ン
テ

ン
）

緊
急
事
態
宣
言
下
で
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

4
月

日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
設
け
た
。
山
田
と

24

私
は
、
2
人
で
練
っ
た
「
出
口
戦
略
」
の
草
案
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。

時
間
を
要
し
段
階
的
に
な
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
思
う
よ
う
に
山
に
登

れ
な
い
登
山
者
た
ち
に
、
山
に
戻
る
道
筋
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
感
染
拡
大
の
状
況
や
医
療
現
場
の
状
況
を

鑑
み
、
医
療
的
根
拠
を
得
た
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
甘
い
考
え
だ
っ
た
。

医
師
の
2
人
は
、
い
ま
（
4
月
末
）
は
出
口
を
示
す
よ
り
も
、
伝

え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
言
っ
た
。
医
療
現
場
が
ひ
っ
迫
し
て
い
る
現

状
を
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
通
常
診
療
も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
っ
て

き
た
。
各
地
の
行
政
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
読
み
込
ん
で
も
ら
い
た
い
。

い
ま
登
山
を
す
る
の
が
難
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら

い
た
い
、
と
い
う
の
が
2
人
の
話
の
大
筋
だ
っ
た
。
そ
の
詳
細
を
聞

き
、
医
療
現
場
の
日
ご
と
の
現
状
を
聞
き
、
山
を
仕
事
の
場
、
生
き

る
糧
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
で
あ
っ
て
も
、
苦
し
い
な
が
ら
も
納
得

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
発
信
し
た
の
が
「
な
ぜ
、
い
ま
『
登
山
を
自
粛
』
な
の
か
。

そ
の
先
の
出
口
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
―
―
。
医
師
2
名
を
含
む
、
山

を
生
業
に
す
る
関
係
者
8
名
の
声
」（
ヤ
マ
ケ
イ
・
オ
ン
ラ
イ
ン
、
5

月
2
日
）
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
「
登
山
を
自
粛
」
す
る
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
ま
と
め
た
。
こ
の
先
へ
進
む
た
め
に
、

よ
り
よ
い
出
口
戦
略
を
見
つ
け
て
い
く
た
め
に
も
、
医
療
現
場
の
生

の
声
を
伝
え
よ
う
と
い
う
意
図
で
も
あ
る
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
反
響
を
い
た
だ
い
た
。
同
感
だ
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と
い
う
の
が
大
半
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
否
定
的
な
声
も
幾
つ
も
あ
っ

た
。
私
に
も
直
接
届
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
数
が
少
な
く
な
い
こ
と

は
自
覚
し
て
い
る
。

し
か
し
、
け
っ
し
て
「
自
粛
」
だ
け
を
強
調
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
先
を
見
据
え
て
の
発
言
だ
っ
た
。
初
回
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
翌
々

日

日
に
は
、
事
業
者
側
の
視
点
に
立
っ
た
内
容
を
テ
ー
マ
と
し
た

26
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
た
。
team
K
O
Iに
集
う
人
た
ち
の
大
半
は
、

山
を
生
業
と
し
て
い
る
。
終
息
す
る
ま
で
山
で
仕
事
を
し
な
い
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
山
に
戻
る
こ
と
が
、
人
間
と

し
て
も
健
や
か
な
選
択
だ
と
考
え
て
い
た
し
、
登
山
と
い
う
わ
れ
わ

れ
が
人
生
を
か
け
て
大
切
に
し
て
い
る
も
の
を
、
育
み
続
け
た
い
と

い
う
考
え
だ
っ
た
。

事
業
者
の
視
点
に
立
っ
た
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
内
容
を
、
外
部
に
発

信
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
い
か
に
こ
の
窮
状
を
し
の
ぐ
か
、
山

の
事
業
者
た
ち
も
が
、
健
全
に
事
業
を
再
開
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
意
見
交
換
も
行
な
わ
れ
た
。

急
場
を
し
の
ぐ
方
法
と
し
て
、
登
山
・
山
岳
ガ
イ
ド
達
に
向
け
た

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
働
き
口
の
紹
介
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」
の
返
礼
品
に

登
山
ツ
ア
ー
を
入
れ
る
、
な
ど
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
挙
が
っ
た
。
山
田

か
ら
は
、
登
山
に
特
化
し
た
ふ
る
さ
と
納
税
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を

作
る
展
望
が
話
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
実
現
し
た
。

な
に
よ
り
も
、
本
業
再
開
に
向
け
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
が

重
要
だ
と
い
う
話
も
あ
っ
た
。
山
小
屋
も
登
山
・
山
岳
ガ
イ
ド
も
、

登
山
ツ
ア
ー
の
旅
行
会
社
も
、
顧
客
あ
っ
て
の
商
売
だ
。
自
粛
に

よ
っ
て
顧
客
不
在
の
期
間
に
、
い
か
に
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
つ
か

は
重
要
だ
っ
た
。

佐
々
木
大
輔
か
ら
は
、「
登
山
の
本
来
の
よ
さ
を
見
つ
め
な
お
す

機
会
を
作
り
た
い
」
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
山
で
事
業
を
行
な
え
な

い
期
間
で
あ
っ
て
も
、
街
で
仕
事
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
山
域
の
自
然
の
魅
力
、
歴
史
、
山
小
屋
の
こ
と
な
ど
を
文
章
や

写
真
、動
画
で
表
現
し
発
信
し
て
い
く
の
は
ど
う
か
、と
い
う
話
だ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
企
画
に
は
執
筆
、
撮
影
、
編
集
、
媒
体
の
ほ
か
、

登
山
・
山
岳
ガ
イ
ド
や
山
小
屋
な
ど
の
事
業
者
も
関
わ
る
こ
と
が
で

き
、
雇
用
を
確
保
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、

「
登
山
は
素
晴
ら
し
い
」「
山
は
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
発
信

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
山
者
た
ち
の
気
持
ち
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お

く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
顧
客
を
確
保
し
た
い
と

い
う
よ
り
も
、
登
山
そ
の
も
の
を
守
り
た
い
と
い
う
思
い
だ
。

医
師
の
2
人
が
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
も
、
印
象
的
だ
っ

た
。
現
在
も
変
わ
ら
な
い
が
、
当
時
も
さ
ぞ
医
療
業
務
が
大
変
だ
っ

た
時
期
だ
と
思
う
。
稲
垣
泰
斗
は
、「（
登
山
に
限
ら
ず
）
自
粛
を
お

願
い
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
医
療
現
場
が
救
わ
れ
て
い
る
。
医

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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療
従
事
者
の
雇
用
は
守
ら
れ
て
い
る
が
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
人
た

ち
が
い
る
こ
と
は
、い
つ
も
考
え
る
。
た
と
え
ば
、山
小
屋
や
登
山
・

山
岳
ガ
イ
ド
を
応
援
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
提
案
が
あ
っ
た
。
ま
た
利
尻
島
の
病
院
に
従
事
す
る
浅
井
悌
は
、

北
海
道
の
ガ
イ
ド
達
に
昆
布
干
し
の
仕
事
を
提
供
す
る
仕
組
み
を

あ
っ
と
い
う
間
に
作
っ
た
。
浅
井
曰
く
、「
利
尻
島
は
、
ガ
イ
ド
が
登

山
者
を
大
勢
連
れ
て
き
て
く
れ
る
か
ら
潤
う
。
少
し
で
も
そ
の
恩
返

し
を
し
た
い
」
と
。
医
師
2
人
の
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
そ
の
後

の
team
K
O
Iの
活
動
の
ベ
ー
ス
に
も
な
っ
て
い
る
。

登
山
再
開
の
た
め
に

政
府
が
緊
急
事
態
宣
言
を
段
階
的
に
解
除
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、

登
山
を
再
開
す
る
と
き
に
気
を
配
り
た
い
こ
と
を
書
い
た
「
登
山
を

再
開
す
る
た
め
に
。『
登
山
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
』
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
」
を
、
ヤ
マ
ケ
イ
・
オ
ン
ラ
イ
ン
に
載
せ
た
。

前
編
で
は
、
計
画
・
準
備
段
階
の
こ
と
を
書
い
た
。
準
備
段
階
で

大
切
に
し
た
い
の
は
、
次
の
こ
と
だ
。
出
発
地
（
自
分
が
居
住
す
る

地
域
）、
経
由
地
、
目
的
地
（
登
る
山
が
あ
る
地
域
）
の
行
政
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
や
感
染
状
況
、
医
療
の
状
況
を
調
べ
る
こ
と
を
、
計
画
立
案

の
ス
タ
ー
ト
と
す
る
。
健
康
管
理
に
気
を
配
り
、
不
調
が
感
じ
ら
れ

た
ら
登
山
を
控
え
る
。
計
画
に
は
い
つ
も
よ
り
も
安
全
マ
ー
ジ
ン
を

大
き
く
取
り
、
余
裕
の
あ
る
も
の
と
す
る
な
ど
。
コ
ロ
ナ
に
直
結
す

る
ト
ピ
ッ
ク
も
あ
れ
ば
、
本
来
的
な
登
山
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

に
通
じ
る
内
容
も
多
い
。

後
編
は
登
山
中
と
下
山
後
の
こ
と
。
な
か
で
も
山
小
屋
の
宿
泊
に

つ
い
て
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
使
っ
た
。
山
小
屋
で
の
感
染
予
防
は
山
小

屋
側
の
努
力
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
。
利
用
者
側
が
気
を
配
れ
る
こ

と
、
協
力
で
き
る
こ
と
も
多
く
あ
る
と
考
え
た
か
ら
だ
。

い
ず
れ
の
内
容
も
、
team
K
O
Iか
ら
の
提
案
で
あ
り
、
こ
れ
を

た
た
き
台
と
し
て
、
登
山
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
山
岳
会
や
仲
間
同

士
、
あ
る
い
は
家
族
で
話
し
合
い
、
自
分
た
ち
の
ル
ー
ル
を
作
り
、

登
山
を
再
開
す
る
と
き
の
助
け
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
。

な
お
前
記
2
編
以
外
に
、
ガ
イ
ド
と
山
小
屋
が
、
そ
れ
ぞ
れ
業
務

を
再
開
す
る
に
あ
た
っ
て
気
を
配
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
も
、
多
く

の
時
間
を
割
い
て
議
論
し
た
。
ガ
イ
ド
業
に
関
し
て
は
、
日
本
山
岳

ガ
イ
ド
協
会
の
よ
う
に
、
職
業
ガ
イ
ド
が
所
属
す
る
団
体
が
指
針
を

出
す
が
、
山
小
屋
に
つ
い
て
は
不
透
明
だ
っ
た
。
山
小
屋
を
ま
と
め

る
全
国
組
織
は
な
い
。
山
域
ご
と
に
自
然
環
境
も
運
営
体
制
も
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
。
し
か
し
議
論
の
末
、山
小
屋
営
業
に
関
す
る
提
案「
登

山
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

山
小
屋
営
業
に
つ

い
て
」
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
や
め
た
。
理
由
は
、
な
に
よ
り
も
山

小
屋
を
運
営
す
る
ご
当
人
た
ち
が
一
番
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
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山
域
に
よ
っ
て
は
組
織
的
な
動
き
も
出
て
き
て
い
た
か
ら
だ
。

し
か
し
、
柳
沢
大
貴
か
ら
「
八
ヶ
岳
観
光
協
会
で
は
、
こ
う
い
っ

た
提
案
を
待
っ
て
い
る
。
何
ら
か
の
基
準
が
な
い
と
営
業
再
開
に
も

不
安
だ
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
八
ヶ
岳
観
光
協
会
の
意
向
を
確

認
し
た
う
え
で
、
提
案
を
配
布
し
た
。

一
方
的
に
提
案
を
配
布
す
る
だ
け
で
は
不
完
全
と
考
え
て
お
り
、

こ
れ
を
機
に
、
team
K
O
Iの
山
小
屋
訪
問
（
後
述
）
が
始
ま
っ
た
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
。

よ
り
多
く
の
登
山
者
に
親
し
ま
れ
る
ポ
ス
タ
ー
を

「
登
山
再
開
の
た
め
に
」
と
い
う
文
章
は
長
く
、
繰
り
返
し
読
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
、ポ
ス
タ
ー
を
作
る
こ
と
を
考
え
た
。

こ
れ
は
山
田
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
4
月
下
旬
か
ら
た
び
た
び
話

題
に
挙
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
佐
藤
泰
那
が
編
集
者
と
し
て
の
手

腕
を
発
揮
し
た
。
出
来
上
が
っ
た
の
は
夏
山
シ
ー
ズ
ン
が
始
ま
る
直

前
、
7
月
上
旬
だ
っ
た
。
イ
ラ
ス
ト
を
描
き
デ
ザ
イ
ン
し
て
く
れ
た

の
は
、
旅
す
る
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
大
野
舞
だ
っ

た
。「
で
き
る
こ
と
だ
っ
た
ら
、
な
ん
で
も
協
力
し
た
い
」
と
、
限
ら

れ
た
時
間
で
力
を
発
揮
し
て
く
れ
た
。
彼
女
の
力
添
え
が
あ
っ
て
、

朗
ら
か
な
雰
囲
気
の
ポ
ス
タ
ー
が
出
来
上
が
り
、
多
く
の
人
に
愛
さ

れ
る
も
の
に
な
っ
た
。

ポ
ス
タ
ー
制
作
に
あ
た
っ
て
、

以
上
の
企
業
・
団
体
が
資
金
的

50

協
力
を
し
て
く
れ
た
。
2
0
2
1
年
8
月
現
在
、
約
2
7
0
0
セ
ッ

ト
の
ポ
ス
タ
ー
が
全
国
各
地
に
発
送
さ
れ
て
い
る
。
掲
示
先
は
山
小

屋
、
山
岳
地
域
へ
向
か
う
交
通
機
関
（
バ
ス
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
、
ゴ

ン
ド
ラ
な
ど
）、
登
山
用
具
店
、
山
麓
の
登
山
者
が
集
う
カ
フ
ェ
や
レ

ス
ト
ラ
ン
、
温
泉
や
駅
、
さ
ら
に
は
山
岳
関
係
施
設
な
ど
多
様
だ
。

イ
ベ
ン
ト
で
掲
示
し
て
く
れ
た
人
た
ち
も
い
た
。
直
接
送
付
し
た

ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
友
人
が
各
地
に
配
っ
て
く
れ
た
り
、
そ
の
ま
た

友
人
が
掲
示
し
て
く
れ
た
り
、
私
た
ち
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
広

が
っ
て
い
っ
た
。
掲
示
数
よ
り
も
な
に
よ
り
も
、
登
山
の
愛
好
者
か

ら
愛
好
者
へ
と
ポ
ス
タ
ー
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
、
感
謝
し
た
。

発
送
費
を
ま
か
な
う
た
め
に
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
し

た
と
こ
ろ
、
1
9
1
人
も
の
方
々
か
ら
ご
支
援
い
た
だ
き
、
総
額
92

万
2
5
0
0
円
が
集
ま
っ
た
。

ポ
ス
タ
ー
の
内
容
は
、
今
後
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
研
究
が

進
み
、
治
療
や
ワ
ク
チ
ン
、
薬
品
な
ど
の
開
発
が
進
み
、
感
染
が
拡

大
と
縮
小
を
繰
り
返
す
な
か
で
も
、
な
る
べ
く
活
用
で
き
る
内
容
に

し
よ
う
と
努
め
た
。

幾
つ
か
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。「
グ
ル
ー
プ
で
も
1
人
用
テ
ン

ト
を
中
心
に
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
だ
。
本
格
的
に
登
山
が
再
開

さ
れ
る
前
に
作
文
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
こ
と
が
読
み
切
れ
て

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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い
な
か
っ
た
。
い
ま
で
あ
れ
ば
、「
家
族
や
頻
繁
に
登
山
を
共
に
す

る
仲
間
同
士
で
あ
れ
ば
、グ
ル
ー
プ
で
テ
ン
ト
を
共
有
す
る
こ
と
も
」

「
そ
れ
以
外
の
シ
ー
ン
で
不
安
を
感
じ
る
場
合
は
、
1
人
用
テ
ン
ト

を
活
用
」
な
ど
の
文
言
も
浮
か
ぶ
。

数
年
前
か
ら
1
人
用
テ
ン
ト
が
流
行
し
、
各
地
の
テ
ン
ト
場
が
混

雑
し
て
い
る
問
題
も
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
近
藤
謙
司
は
、「
ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
3
枚
目
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
。
こ
の
ポ
ス
タ
ー
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
こ
の
先
も
考
え
続

け
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
活
動

月

日
に
、
ゴ
ア
テ
ッ
ク
ス
と
の
コ
ラ
ボ
イ
ベ
ン
ト
で
、
オ
ン

11

25

ラ
イ
ン
座
談
会
を
し
た
。
座
談
会
の
最
後
に
山
田
が
発
言
し
た
の

は
、
2
枚
の
ポ
ス
タ
ー
に
書
い
た
文
言
に
つ
い
て
だ
っ
た
。「
山
で

働
く
人
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
て
」「
登
山
者
同
士
思
い
や
り
を
も
っ

て
」。
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
あ
る
人
た
ち
が
、
各
自
の
判
断
で
行
動

し
て
い
る
。
お
互
い
の
考
え
を
尊
重
し
、
み
な
が
登
山
を
楽
し
め
る

社
会
で
あ
り
続
け
た
い
と
い
う
思
い
だ
。
近
藤
は
、「
み
ん
な
が
そ

れ
ぞ
れ
の
team
K
O
Iを
作
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
。

振
り
返
る
と
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
が
き
っ
か
け
で
、

登
山
者
同
士
が
、
あ
る
い
は
山
の
事
業
者
同
士
が
協
力
し
合
う
場
面
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も
多
か
っ
た
。
登
山
の
業
界
に
は
、
業
界
団
体
が
な
い
。
山
小
屋
も

メ
ー
カ
ー
や
小
売
店
も
、
全
国
組
織
は
な
い
。
組
織
は
な
く
と
も
、

隣
同
士
が
繋
が
り
始
め
た
と
感
じ
て
い
る
し
、
そ
の
繋
が
り
を
さ
ら

に
広
め
、
確
か
な
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
可
能
性
も

感
じ
る
。

team
K
O
Iは
、
出
入
り
自
由
で
変
容
し
て
い
く
単
な
る
ひ
と
つ

の
集
ま
り
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
に
限
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
も
登
山
社
会
全

体
の
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

感
染
対
策
の
た
め
の
山
小
屋
訪
問

方
法

2
0
2
0
年
6
月
8
日
〜
7
月

日
の
期
間
に
、
夏
営
業
を
行

28

な
っ
て
い
る
（
予
定
し
て
い
る
）
八
ヶ
岳
お
よ
び
南
ア
ル
プ
ス
に
あ

る
山
小
屋
の
う
ち

ヶ
所
へ
team
K
O
Iメ
ン
バ
ー
で
訪
問
し
、
新

12

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
に
関
す
る
現
状
の
確
認
、
対
策
の
検

討
・
提
案
を
行
な
っ
た
。
訪
問
し
た
山
小
屋
に
は
5
月
下
旬
に

team
K
O
Iで
作
成
し
た
山
小
屋
営
業
に
関
す
る
提
案
「
登
山
ｗ
ｉ

ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

山
小
屋
営
業
に
つ
い
て
」

を
予
め
共
有
し
て
お
い
た
。

「
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」「
感
染
経
路
対
策
」「
有
症
者
発
生
時
の

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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対
応
」を
意
識
し
、感
染
対
策
を
考
え
た
。「
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」

は
、
宿
泊
人
数
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
ハ
イ
リ
ス
ク
な
宿
泊
者
を

把
握
／
制
限
す
る
、
来
訪
前
か
ら
行
な
っ
て
も
ら
い
た
い
感
染
対
策

に
つ
い
て
協
力
を
得
る
、
こ
と
を
目
的
と
し
た
。「
感
染
経
路
対
策
」

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
3
つ
の
感
染
経
路
で
あ
る
、
飛
沫

感
染
／
接
触
感
染
／
エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
の
リ
ス
ク
の
高
い
箇
所
、
場

面
を
洗
い
出
し
、
対
策
を
検
討
し
た
。

「
有
症
者
発
生
時
の
対
応
」
と
し
て
、
有
症
者
が
発
生
し
た
際
に
感

染
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
の
隔
離
策
を
講
じ
、
ま
た
、
ク
ラ
ス
タ
ー
対

策
の
た
め
の
情
報
共
有
を
可
能
に
す
る
方
策
を
検
討
し
た
。

前
提
と
し
た
考
え
方

・
登
山
の
な
か
で
最
も
リ
ス
ク
が
高
い
場
所
は
山
小
屋

登
山
口
を
出
発
し
て
下
山
す
る
ま
で
の
間
、
室
内
に
多
く
の
人
が

集
ま
り
、
長
時
間
共
に
過
ご
す
場
所
は
、
唯
一
山
小
屋
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
山
小
屋
は
登
山
と
い
う
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
な
か
で
最
も
感

染
リ
ス
ク
が
高
い
場
所
と
い
え
、
そ
の
対
策
を
行
な
う
こ
と
は
登
山

全
体
の
感
染
リ
ス
ク
を
下
げ
る
意
味
に
お
い
て
価
値
が
高
い
。

・
持
ち
込
み
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
不
可
能

一
定
割
合
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
が
い
る
、
発
症
前
か
ら
感
染

力
を
発
揮
す
る
、
と
い
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
持
つ
特
徴
か

ら
、
ど
ん
な
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
も
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
む

可
能
性
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

は
万
能
で
は
な
く
、
そ
の
確
率
を
下
げ
る
た
め
に
「
で
き
る
こ
と
」

で
あ
る
）。

・
ク
ラ
ス
タ
ー
化
さ
せ
な
い
、
ク
ラ
ス
タ
ー
化
し
て
も
で
き
る
限
り

小
規
模
で
抑
え
る

事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
以
降
の
対
策
は
、
ウ
イ
ル
ス
が
持
ち
込
ま

れ
た
際
に
ほ
か
の
宿
泊
者
や
ス
タ
ッ
フ
を
守
り
、
グ
ル
ー
プ
間
を
超

え
て
感
染
が
広
が
る
こ
と
を
で
き
る
限
り
防
ぐ
た
め
の
も
の
だ
。
ク

ラ
ス
タ
ー
を
発
生
さ
せ
な
い
、
ク
ラ
ス
タ
ー
化
し
て
も
最
小
限
に
抑

え
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

実
際
に
訪
問
し
て

ま
ず
山
小
屋
の
ス
タ
ッ
フ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
な
い
、
山
小
屋

の
基
本
情
報
（
標
高
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
管
理
者
、
ス
タ
ッ
フ
人
数
、

水
源
ほ
か
）、
例
年
と
の
営
業
規
模
の
変
更
点
（
営
業
期
間
、
宿
泊
定

員
、
テ
ン
ト
場
幕
営
数
、
ス
タ
ッ
フ
人
数
）、
な
ど
の
情
報
を
得
た
。

「
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
に
関
連
し
て
、
宿
泊
を
原
則
完
全
予
約

制
と
し
て
い
る
か
、
予
約
時
に
宿
泊
可
能
条
件
（
症
状
、
居
住
地
の

流
行
状
況
、
宿
泊
時
の
必
携
品
、
個
人
で
行
な
っ
て
も
ら
う
感
染
対

策
ほ
か
）を
定
め
て
い
る
か
、ま
た
、そ
れ
ら
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

28



ン
を
し
て
い
る
か
、
宿
泊
者
到
着
時
に
検
温
・
症
状
確
認
を
行
な
う

か
、
ス
タ
ッ
フ
の
検
温
・
体
調
確
認
を
行
な
う
か
、
な
ど
を
確
認
し
、

対
策
を
考
え
た
。

そ
の
後
「
感
染
経
路
対
策
」
と
し
て
、
受
付
・
売
店
、
宿
泊
室
、

食
堂
・
厨
房
、
共
有
ス
ペ
ー
ス
、
ス
タ
ッ
フ
ル
ー
ム
、
有
症
者
対
応

ス
ペ
ー
ス
、（
そ
れ
ぞ
れ
の
）
清
掃
の
場
面
に
分
け
て
、
各
所
を
回
り

な
が
ら
、
宿
泊
者
、
ス
タ
ッ
フ
の
各
視
点
を
意
識
し
、
3
つ
の
感
染

経
路
と
な
り
得
る
箇
所
、
場
面
を
洗
い
出
し
、
対
策
を
考
え
た
。

ま
た
「
有
症
者
発
生
時
の
対
応
」
と
し
て
、
隔
離
法
、
動
線
を
確

認
し
、
対
策
を
考
え
た
。
最
後
に
追
加
で
質
疑
応
答
を
行
な
い
、
疑

問
点
、
不
安
に
感
じ
て
い
る
点
の
洗
い
出
し
を
行
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ

対
策
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
情
報
ソ
ー
ス
を
活
用
し
た
か

を
尋
ね
、
そ
れ
以
外
に
有
用
と
考
え
ら
れ
る
ソ
ー
ス
の
紹
介
を
行

な
っ
た
。

結
果
と
考
察

・
訪
問
先
の
基
本
情
報

訪
問
先
は
八
ヶ
岳
、
南
ア
ル
プ
ス
山
域
の
山
小
屋
で
あ
っ
た
。
比

較
的
ア
プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
山
小
屋
も
散
見
さ
れ
、
登
山
口
か
ら
の

最
短
コ
ー
ス
タ
イ
ム
の
平
均
は
2
時
間

分
で
あ
っ
た
。

10

水
の
確
保
は
感
染
対
策
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
各
山
小
屋
の
水

源
は
湧
水
を
筆
頭
に
多
彩
で
、水
量
は
豊
富
な
山
小
屋
が
多
か
っ
た
。

特
に
八
ヶ
岳
山
域
の
山
小
屋
は
通
年
営
業
が
多
く
、
冬
季
に
は
水
の

確
保
状
況
が
変
化
す
る
山
小
屋
も
あ
り
、懸
念
材
料
と
考
え
ら
れ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
山
小
屋
で
原
則
完
全
予
約
制
と
し
て
い
た
。
宿
泊
者

数
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
予
約
時
に
情
報

収
集
す
る
こ
と
で
「
事
前
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
と
し
て
ハ
イ
リ
ス
ク

な
宿
泊
者
を
把
握
、
制
限
す
る
、
来
訪
前
か
ら
行
な
っ
て
も
ら
い
た

い
感
染
対
策
・
山
小
屋
で
の
感
染
対
策
の
方
針
に
つ
い
て
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
し
、協
力
を
お
願
い
す
る
と
い
う
効
果
も
考
え
ら
れ
た
。

す
べ
て
の
山
小
屋
で
宿
泊
者
の
定
員
を
減
ら
す
こ
と
を
想
定
し
て

い
た
。
密
集
の
回
避
の
た
め
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
感
染
対
策
や
ス

タ
ッ
フ
数
の
削
減
の
た
め
に
増
え
た
業
務
負
担
に
も
考
慮
し
、
対
応

で
き
る
宿
泊
者
数
を
定
め
て
い
た
。
明
確
な
定
員
数
を
定
め
ず
、
状

況
を
見
て
可
変
と
し
て
い
る
山
小
屋
も
あ
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
の
山
小
屋
は
ス
タ
ッ
フ
数
を
削
減
し
て
営
業
す
る
方
針

と
し
て
い
た
。
理
由
と
し
て
、
宿
泊
者
数
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
状
況
か
ら
経
験
あ
る
ス
タ
ッ
フ
の
み
で
の
営
業
、
経
済
的
な
判

断
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。

・
受
付

多
く
の
山
小
屋
の
入
り
口
で
は
入
館
時
マ
ス
ク
の
着
用
を
促
す
注

意
喚
起
や
、
手
指
消
毒
用
品
の
設
置
が
な
さ
れ
て
い
た
。
受
付
だ
け

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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で
な
く
、
館
内
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
場
面
で
ス
タ
ッ
フ
の
マ
ス
ク
着
用

は
必
須
と
な
っ
て
お
り
、
宿
泊
者
に
も
原
則
マ
ス
ク
着
用
を
義
務
付

け
て
い
た
。
多
く
の
山
小
屋
で
ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ
ン
や
開
閉
式
ガ
ラ

ス
窓
を
用
い
た
飛
沫
感
染
対
策
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
風
の
吹
き
込

み
な
ど
に
よ
り
設
置
困
難
と
い
う
山
小
屋
も
あ
っ
た
。

ス
タ
ッ
フ
の
手
袋
の
装
着
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
ト
レ
ー
の
利
用
と
い
っ

た
対
策
を
と
っ
て
い
た
山
小
屋
も
散
見
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
が
不
完

全
な
接
触
感
染
対
策
で
あ
る
こ
と
は
都
市
部
で
も
意
外
と
認
識
さ
れ

て
い
な
い
。
行
為
を
行
な
っ
た
後
、
手
指
消
毒
を
行
な
う
こ
と
が
基

本
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ス
タ
ッ
フ
側
に
手
指
消
毒
薬
が
設
置
さ

れ
て
い
な
い
山
小
屋
で
は
設
置
を
提
案
し
た
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
は
接
触
感
染
対
策
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
電
波
状
況
や
維
持
費
な
ど
の
関
係
で
多
く
の
山
小
屋
で
は
整
備

が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
団
体
客
に
対
し
て
は
代
表
者
の
み
の
情
報
取
得
と
し
て

い
た
幾
つ
か
の
山
小
屋
も
、
今
シ
ー
ズ
ン
よ
り
受
付
時
（
あ
る
い
は

事
前
予
約
時
）
に
宿
泊
者
全
員
の
住
所
、
氏
名
、
連
絡
先
の
情
報
取

得
を
行
な
う
よ
う
に
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
万
一
感
染
者
が
発
生
し

た
際
の
連
絡
態
勢
な
ど
、
迅
速
な
対
応
に
有
用
と
考
え
ら
れ
た
。

受
付
時
に
す
べ
て
の
山
小
屋
で
体
調
確
認
を
行
な
っ
て
お
り
、
到

着
時
間
や
体
調
を
加
味
し
た
上
で
、
可
能
で
あ
れ
ば
有
症
者
に
は
下
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山
を
お
願
い
し
て
い
た
（
不
可
能
な
場
合
は
隔
離
へ
）。
体
調
確
認

の
方
法
は
、
検
温
、
口
頭
で
の
体
調
の
確
認
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
へ

の
記
入
な
ど
で
あ
っ
た
。

・
宿
泊
室

宿
泊
室
の
感
染
対
策
で
特
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
不
特
定
多
数

が
共
用
す
る
大
部
屋
で
あ
ろ
う
。
物
理
的
距
離
（
い
わ
ゆ
る
ソ
ー

シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
）
の
確
保
に
必
要
な
だ
け
の
個
人
ス
ペ
ー
ス

を
取
る
こ
と
は
、
重
要
な
飛
沫
感
染
対
策
と
な
る
。

今
回
訪
問
し
た
山
小
屋
の
う
ち
4
分
の
1
に
あ
た
る
山
小
屋
が
20

年
シ
ー
ズ
ン
の
大
部
屋
の
利
用
を
中
止
し
、
個
室
の
み
で
の
営
業
と

し
て
い
た
。
大
部
屋
利
用
可
能
の
山
小
屋
の
多
く
は
、
1
人
当
た
り

4
㎡
な
い
し
は
2
畳
以
上
の
確
保
を
目
安
に
大
部
屋
の
定
員
数
を
定

め
て
い
た
。
個
人
ス
ペ
ー
ス
の
間
に
簡
易
の
壁
を
増
設
し
た
り
、

カ
ー
テ
ン
を
設
置
し
て
仕
切
り
と
し
て
い
る
場
所
も
見
ら
れ
た
。
仕

切
り
の
な
い
山
小
屋
に
お
い
て
は
、
テ
ー
プ
で
ラ
イ
ン
を
引
き
境
界

を
明
示
す
る
な
ど
の
方
法
を
提
案
し
た
。

宿
泊
室
で
共
用
と
な
る
も
の
の
代
表
と
し
て
寝
具
が
挙
げ
ら
れ

る
。
意
外
に
も
毎
回
の
シ
ー
ツ
や
枕
カ
バ
ー
交
換
で
接
触
感
染
対
策

し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
が
、
立
地
条
件
や
運
搬
方
法
等
に

よ
っ
て
、
困
難
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
た
。
布
表
面
で
の
ウ
イ
ル

ス
の
不
活
性
化
ま
で
の
期
間
を
考
慮
し
、
使
用
す
る
布
団
を
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
方
法
は
、
よ
り
簡
便
で
現
実
的
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。
可
能
な
限
り
の
天
日
干
し
や
、
乾
燥
が
不
活
性
化
ま
で
の
期

間
を
短
縮
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
、
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
加
え

た
。
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
か
に
不
織
布
で
作
成

し
た
シ
ー
ツ
を
利
用
す
る
ケ
ー
ス
、
補
助
的
に
簡
易
シ
ー
ツ
を
販
売

し
て
い
る
ケ
ー
ス
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
見
ら
れ
た
。

宿
泊
室
の
エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
対
策
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の

が
換
気
で
あ
る
。
ど
の
山
小
屋
も
換
気
に
留
意
し
て
お
り
、
で
き
る

限
り
持
続
換
気
、
完
結
的
な
換
気
回
数
の
確
保
に
気
を
遣
っ
て
い
た

が
、
具
体
的
な
回
数
や
頻
度
は
定
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ほ
と

ん
ど
の
山
小
屋
は
立
地
的
に
も
換
気
が
良
か
っ
た
が
、
訪
問
期
間
が

6
、
7
月
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
今
後
、
冬
季
営
業
を
行
な
う
際
は

夏
季
同
様
の
換
気
は
困
難
と
な
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
最
低
限
の

換
気
の
目
安
を
把
握
す
る
た
め
の
一
案
と
し
て
、
室
内
二
酸
化
炭
素

濃
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
な
う
こ
と
を
提
案
し
た
。

・
食
堂
・
厨
房

マ
ス
ク
を
外
し
て
過
ご
す
時
間
が
多
く
な
る
食
堂
や
、
食
物
を
扱

う
厨
房
は
重
点
的
な
対
策
を
要
す
る
場
所
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
対
策
に
限
ら
ず
、
厨
房
は
清
潔
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
場

所
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
再
確
認
し
た
。

素
泊
ま
り
以
外
の
宿
泊
者
全
員
と
一
堂
に
接
す
る
配
膳
ス
タ
ッ
フ

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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と
、
厨
房
ス
タ
ッ
フ
と
は
分
け
る
こ
と
が
理
想
と
考
え
ら
れ
る
が
、

マ
ン
パ
ワ
ー
が
十
分
で
な
く
兼
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
山
小
屋
も
散
見

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
食
堂
と
厨
房
を
出
入
り
す
る
際

に
手
指
消
毒
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
着
用
す
る
エ
プ
ロ
ン
を
変
え
る

こ
と
を
提
案
し
た
（
調
理
用
、
接
客
用
）。
飛
沫
か
ら
の
物
理
的
防
御

だ
け
で
な
く
、清
潔
レ
ベ
ル
の
切
り
替
え
を
意
識
さ
せ
る
目
的
で
も
、

簡
便
で
効
果
が
期
待
で
き
る
方
法
と
考
え
ら
れ
た
。

受
付
の
項
で
も
述
べ
た
が
、
接
触
感
染
対
策
と
し
て
手
袋
を
す
る

こ
と
の
注
意
点
に
つ
い
て
も
再
確
認
し
た
。

接
触
感
染
対
策
と
し
て
は
、
使
用
中
、
使
用
済
み
の
食
器
の
取
り

扱
い
に
も
注
意
を
要
す
る
。

半
数
の
山
小
屋
で
は
宿
泊
客
に
下
膳
の
協
力
を
求
め
ず
、
す
べ
て

ス
タ
ッ
フ
が
行
な
う
こ
と
と
し
て
い
た
。
カ
ト
ラ
リ
ー
な
ど
に
限

り
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
食
器
を
使
い
捨
て
と
し
、
使
用
済
み
の
食

器
を
す
ぐ
に
捨
て
る
こ
と
で
（
主
に
ス
タ
ッ
フ
側
の
）
感
染
対
策
と

し
て
い
る
山
小
屋
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
費
用
や
ゴ
ミ
の

増
加
も
問
題
と
考
え
ら
れ
た
。

「
お
か
わ
り
」
は
使
用
中
の
食
器
を
扱
う
行
為
で
あ
り
、
し
ゃ
も
じ

や
行
為
者
の
手
な
ど
を
介
し
て
病
原
体
を
媒
介
す
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
。
半
数
以
上
の
山
小
屋
で
従
来
通
り
の
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス

と
は
せ
ず
、
不
潔
と
な
ら
な
い
手
順
を
理
解
し
た
ス
タ
ッ
フ
が
担
当

す
る
こ
と
と
し
て
い
た
（
必
要
に
応
じ
て
手
順
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ

イ
ス
も
行
な
っ
た
）。
ま
た
、
食
事
の
都
度
、
新
し
い
食
器
で
食
事
を

提
供
し
て
い
る
山
小
屋
も
あ
っ
た
。
訪
問
し
た
山
小
屋
の
な
か
で

は
、
お
か
わ
り
禁
止
と
し
て
い
る
山
小
屋
は
な
か
っ
た
。

使
用
済
み
食
器
は
、
洗
剤
と
熱
湯
に
よ
る
洗
浄
で
ウ
イ
ル
ス
不
活

性
化
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
が
、
そ
の
他
の
感
染
対
策
も
含
め
自

然
乾
燥
が
よ
り
望
ま
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
は
布
巾
で
の
拭

き
上
げ
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
で
き
る
だ
け
頻
繁
に
布
巾
を

交
換
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
訪
問
し
た
山
小
屋
の
多
く
は
水
を
豊

富
に
確
保
で
き
る
環
境
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
食
器
洗

浄
の
方
法
は
よ
り
大
き
な
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
主
な
感
染
経
路
は
飛
沫
感
染
で
あ
る
。

食
堂
で
の
飛
沫
感
染
対
策
は
、
よ
り
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
3
分

の
2
の
山
小
屋
で
は
、
食
堂
内
の
配
置
を
変
更
す
る
な
ど
し
て
座
席

間
隔
を
空
け
、
距
離
を
取
る
方
法
を
取
っ
て
い
た
。
横
並
び
を
原
則

と
し
て
い
る
山
小
屋
も
あ
り
、
こ
れ
ら
に
ア
ク
リ
ル
板
を
併
用
し
て

い
る
山
小
屋
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
対
策
に
は
一
定
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実

際
に
リ
ス
ク
が
高
く
な
る
場
面
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら

の
対
策
を
超
え
た
状
況
、
即
ち
食
事
後
に
食
堂
に
残
っ
た
不
特
定
多

数
の
グ
ル
ー
プ
が
交
流
し
て
団
欒
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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だ
ろ
う
。
時
に
マ
ス
ク
を
外
し
た
状
態
で
、
盛
り
上
が
る
ほ
ど
に
声

は
大
き
く
な
り
、
距
離
を
保
つ
の
が
難
し
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
交

流
が
山
小
屋
滞
在
の
最
大
の
魅
力
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
理

解
で
き
る
が
、
ク
ラ
ス
タ
ー
対
策
と
し
て
は
最
も
避
け
る
べ
き
状
況

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
は
こ
れ
ら
に
抑
制
的
な
声
か
け

を
行
な
う
こ
と
、
予
め
注
意
喚
起
を
し
た
り
掲
示
を
行
な
う
こ
と
、

食
堂
利
用
時
間
に
制
限
を
決
め
る
な
ど
の
対
策
を
行
な
う
こ
と
が
非

常
に
重
要
で
あ
る
と
確
認
し
合
っ
た
。

・
共
有
ス
ペ
ー
ス

共
有
ス
ペ
ー
ス
や
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
共
有
物
は
、
接
触
感

染
予
防
の
対
象
と
な
る
。

書
籍
は
半
数
近
い
山
小
屋
で
撤
去
さ
れ
て
い
た
が
、
特
徴
あ
る
書

庫
の
存
在
も
ま
た
山
小
屋
の
魅
力
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
撤
去
、

通
常
通
り
と
し
て
い
る
山
小
屋
双
方
に
、
書
棚
を
解
放
す
る
際
の
リ

ス
ク
低
減
法
と
し
て
、
書
棚
の
前
に
手
指
消
毒
用
品
を
配
置
し
、
書

籍
を
手
に
取
る
前
後
で
の
使
用
を
促
す
、と
い
う
方
法
を
提
案
し
た
。

ま
た
、
図
書
館
の
例
を
参
考
に
、
用
紙
表
面
で
の
ウ
イ
ル
ス
の
不
活

性
化
期
間
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
、
貸
し
出
し
＋
そ
の
後
の
休
止
期
間

を
含
め
た
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
山
小
屋

も
あ
っ
た
。

ま
た
、
火
気
を
取
り
扱
う
自
炊
ス
ペ
ー
ス
で
ア
ル
コ
ー
ル
を
含
む
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手
指
消
毒
用
品
（
特
に
ス
プ
レ
ー
タ
イ
プ
）
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

火
災
発
生
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
た
め
、
設
置
場
所
や
方
法
に
注
意
を

要
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

共
有
ス
ペ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
山
小
屋
内
の
ハ
イ
タ
ッ
チ
サ
ー

フ
ェ
ス
（
不
特
定
多
数
の
人
が
高
頻
度
に
触
れ
る
箇
所
）
の
消
毒
は

接
触
感
染
対
策
の
キ
ー
と
な
る
。
過
半
数
の
山
小
屋
で
ハ
イ
タ
ッ
チ

サ
ー
フ
ェ
ス
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
い
た
、
ま
た
は
作
成
中
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
山
小
屋
で
具
体
的
な
頻
度
を
決
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
背
景
に
、
高
頻
度
の
消
毒
に
マ
ン
パ
ワ
ー
を
避

け
な
い
と
い
う
現
実
も
あ
っ
た
。

よ
り
有
用
で
現
実
的
な
接
触
感
染
対
策
は
、
や
は
り
宿
泊
者
自
身

の
手
指
消
毒
で
あ
り
、
食
堂
の
出
入
り
口
、
階
段
の
最
下
部
、
大
部

屋
の
出
入
り
口
な
ど
宿
泊
者
自
身
が
手
指
消
毒
を
行
な
い
や
す
い
場

所
へ
、
新
た
に
手
指
消
毒
用
品
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

・
ス
タ
ッ
フ
、
ス
タ
ッ
フ
ス
ペ
ー
ス

ス
タ
ッ
フ
は
共
同
生
活
者
で
あ
り
、
頻
度
の
高
い
接
触
や
長
時
間

の
空
間
の
共
有
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
間
の
感
染
リ
ス
ク
は

常
に
高
い
た
め
、個
々
が
予
防
策
を
徹
底
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

ま
た
、
ス
タ
ッ
フ
エ
リ
ア
は
「
聖
域
」
と
し
て
保
護
す
べ
き
場
所
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ス
タ
ッ
フ
エ
リ
ア
へ
入
る
際
に
予
防
策
を
講
じ

る
こ
と
へ
の
意
識
は
高
い
と
は
言
え
ず
、
出
入
り
口
に
手
指
消
毒
用

品
を
設
置
す
る
こ
と
や
、
入
室
に
際
し
防
護
衣
（
接
客
用
エ
プ
ロ
ン

を
含
む
）
を
脱
ぐ
こ
と
な
ど
を
提
案
し
た
。

ど
の
山
小
屋
で
も
原
則
的
に
ス
タ
ッ
フ
ス
ペ
ー
ス
に
宿
泊
者
が
進

入
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
が
、
常
連
客
な
ど
が
進
入
す
る
ケ
ー

ス
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
。
現
実
的
に
は
ス
タ
ッ
フ
エ
リ
ア
は
小
さ
な
個
人
ス
ペ
ー
ス
の

み
、
そ
も
そ
も
ス
タ
ッ
フ
ス
ペ
ー
ス
自
体
が
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
山
小
屋
も
あ
り
、
感
染
予
防
以
外
の
問
題
点
と
し
て
も
考

え
ら
れ
た
。

・
有
症
者
対
応

い
ず
れ
の
山
小
屋
も
、
宿
泊
者
が
到
着
し
た
際
に
症
状
が
あ
る
と

判
明
し
た
場
合
は
、
到
着
時
間
、
体
調
が
許
せ
ば
下
山
し
て
も
ら
う

こ
と
を
フ
ァ
ー
ス
ト
・
チ
ョ
イ
ス
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
叶
わ
な
い

場
合
、
ま
た
は
宿
泊
中
に
体
調
不
良
と
な
っ
た
場
合
は
隔
離
措
置
の

適
応
と
な
る
。

％
の
山
小
屋
で
は
テ
ン
ト
で
の
隔
離
を
想
定
し
て
お
り
、
テ
ン

50
ト
場
が
山
小
屋
か
ら
離
れ
て
い
る
場
合
は
、
必
要
時
に
対
応
し
や
す

い
よ
う
、
よ
り
山
小
屋
に
近
い
場
所
に
幕
営
ス
ペ
ー
ス
を
設
け
て
い

た
。
そ
の
ほ
か
個
室
、
冬
季
小
屋
を
隔
離
場
所
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
っ
た
。
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ほ
か
の
宿
泊
者
と
の
接
触
を
避
け
る
た
め
、
有
症
者
の
動
線
に
は

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
屋
内
の
個
室
を
隔
離
場
所
と
し
た
山

小
屋
は
、
出
入
り
口
や
ト
イ
レ
ま
で
の
動
線
が
最
短
と
な
る
部
屋
を

設
定
す
る
な
ど
と
い
っ
た
工
夫
を
し
て
い
た
。
ト
イ
レ
を
共
同
利
用

す
る
こ
と
は
、
宿
泊
者
と
の
接
触
機
会
と
な
る
だ
け
で
な
く
、（
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
限
ら
ず
）
便
飛
沫
や
ハ
イ
タ
ッ
チ
サ
ー

フ
ェ
ス
を
介
し
て
の
接
触
感
染
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
普
段
使
用
さ
れ
て
い
な
い
屋
外
の
別
ト
イ
レ
を
利

用
す
る
、
簡
易
ト
イ
レ
を
用
い
る
、
共
同
ト
イ
レ
の
1
個
室
を
占
有

と
し
て
使
う
（
＋
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
交
通
整
理
と
清
掃
）、
な
ど
で
対

応
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

ス
タ
ッ
フ
は
有
症
者
と
接
触
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
機
会
を

必
要
最
低
限
と
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
隔
離
場
所
に
ハ
ン
デ
ィ

無
線
機
を
置
き
、
ス
タ
ッ
フ
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と

し
て
利
用
し
て
も
ら
う
、対
応
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
限
定
す
る
、と
い
っ

た
方
策
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
有
用
と
考
え
ら
れ
た
。

ほ
か
に
、
有
症
者
の
同
行
者
（
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
）
の
対
応
法
に
つ
い
て
も
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
な
い
、
有
症

者
や
ほ
か
の
宿
泊
者
と
別
の
隔
離
ス
ペ
ー
ス
を
用
意
す
る
こ
と
を
推

奨
し
た
。

・
清
掃
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清
掃
は
汚
染
物
を
扱
う
行
為
で
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
対
策
に
限
ら
ず
プ
リ
コ
ー
シ
ョ
ン
（
予
防
）
に
留
意
す
べ
き
場

面
で
あ
る
。
特
に
ト
イ
レ
清
掃
の
際
は
飛
沫
と
の
接
触
リ
ス
ク
が
高

く
、
ガ
ウ
ン
や
レ
イ
ン
ウ
ェ
ア
、
専
用
の
長
靴
な
ど
を
着
用
し
防
御

レ
ベ
ル
を
上
げ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
山
小
屋
で
マ

ス
ク
、
手
指
消
毒
用
品
と
い
っ
た
基
本
的
な
感
染
対
策
用
品
の
用
意

は
な
さ
れ
て
い
た
が
、
レ
イ
ン
ウ
ェ
ア
や
長
靴
の
用
意
が
あ
る
山
小

屋
は
半
数
程
度
に
留
ま
っ
て
お
り
、
準
備
と
使
用
の
検
討
を
提
案
し

た
。リ

ス
ク
レ
ベ
ル
の
違
い
で
場
所
を
分
け
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）、
清
掃
担

当
者
や
清
掃
順
を
決
め
る
こ
と
は
感
染
予
防
に
繋
が
る
。
マ
ン
パ

ワ
ー
の
あ
る
な
し
で
方
法
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ト
イ
レ
の
担

当
者
を
決
め
る
、
順
番
を
最
後
に
す
る
と
い
う
考
え
方
は
比
較
的
浸

透
し
て
い
た
。

清
掃
後
は
清
掃
者
自
身
が
汚
染
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
す
ぐ

に
感
染
対
策
を
行
な
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
と
な
る
。
ト
イ
レ
掃
除

を
行
な
っ
た
際
に
着
用
し
て
い
た
ガ
ウ
ン
や
レ
イ
ン
ウ
ェ
ア
、
ほ
か

の
着
衣
な
ど
は
異
な
っ
た
箇
所
に
移
動
す
る
前
に
脱
衣
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
汚
染
し
て
い
る
ガ
ウ
ン
や
レ
イ
ン
ウ
ェ
ア
な
ど
の
Ｐ

Ｐ
Ｅ
の
外
側
に
触
れ
な
い
よ
う
脱
衣
す
る
方
法
に
は
慣
れ
が
必
要
で

あ
り
、
要
望
の
あ
っ
た
山
小
屋
で
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
な
っ
た
。

使
用
後
の
Ｐ
Ｐ
Ｅ
は
感
染
源
と
な
り
得
る
た
め
、
再
利
用
の
前
に
洗

濯
、
消
毒
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
連
日
の
洗
濯
、
消
毒
は
業
務
負

担
と
な
り
得
る
が
、
実
行
可
能
な
方
法
を
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と
を

提
案
し
た
。

場
面
に
合
っ
た
Ｐ
Ｐ
Ｅ
を
選
ぶ
こ
と
は
防
御
レ
ベ
ル
を
上
げ
る

が
、
扱
い
に
つ
い
て
一
定
の
注
意
を
要
す
こ
と
が
あ
り
、
簡
便
な
方

法
で
あ
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

訪
問
を
す
べ
て
終
え
た
の
ち
、
各
山
小
屋
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
た

質
問
、
多
く
挙
げ
ら
れ
た
問
題
点
を
ま
と
め
、
そ
れ
に
回
答
す
る
形

で
フ
ォ
ロ
ー
レ
タ
ー
を
送
っ
た
。

訪
問
を
終
え
て

・
指
導
で
は
な
く
共
に
考
え
る

そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
は
、
感
染
対
策
に
お
墨
付
き
を
与
え
た
り
、

営
業
を
制
限
し
た
り
す
る
立
場
で
は
な
い
。
営
業
を
決
め
た
山
小
屋

は
、そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
時
間
を
費
や
し
て
対
策
を
考
え
て
き
て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
が
行
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
ベ
ー
ス
に
、
よ
り

よ
い
方
法
、
追
加
で
で
き
る
対
策
を
共
に
考
え
る
と
い
っ
た
も
の

だ
っ
た
。

ま
た
、
実
際
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
山
小
屋

の
状
況
・
特
徴
を
知
り
、
画
一
的
な
対
策
だ
け
で
は
フ
ィ
ッ
ト
し
得

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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な
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
実
感
し
た
。

｢山
小
屋
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
」
の
経
験
値
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な

い
な
か
で
始
め
た
訪
問
で
、
わ
れ
わ
れ
自
身
も
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ

結
果
と
な
っ
た
。

・
｢感
染
経
路
の
理
解
」
が
キ
ー

基
本
的
な
こ
と
だ
が
、実
際
に
感
染
対
策
を
考
え
て
い
く
な
か
で
、

「
感
染
経
路
の
理
解
」
を
深
め
る
こ
と
が
キ
ー
で
あ
る
と
再
認
識
さ

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま

に
変
わ
り
ゆ
く
状
況
や
場
面
に
お
い
て
、
応
用
を
利
か
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
。

・
実
行
可
能
、
持
続
可
能
な
対
策

対
策
は
実
行
可
能
、
持
続
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
、
実
際
に
試
し
て
み
る
こ
と
で
「
で

き
っ
こ
な
い
」
と
い
う
心
理
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
こ
と
も
大
切

だ
っ
た
が
、許
容
で
き
る
負
担
の
範
囲
を
探
る
こ
と
も
重
要
だ
っ
た
。

山
小
屋
は
病
院
で
は
な
い
。
よ
り
完
璧
な
感
染
対
策
を
求
め
る
あ
ま

り
、
山
小
屋
の
魅
力
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
営
業
す
る
意
味

も
ま
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
も
求
め
に
応

じ
て
、
実
行
可
能
な
対
策
を
山
小
屋
と
共
に
考
え
て
い
く
つ
も
り
で

あ
る
。

最
後
に

「
あ
る
程
度
の
感
染
を
受
け
入
れ
つ
つ
社
会
活
動
を
維
持
し
て
い

く
」
方
針
で
あ
る
日
本
で
、
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
を
生
き
て
い
く
に
は
、

感
染
リ
ス
ク
を
常
に
意
識
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
大

き
さ
は
流
行
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
の
考
え
方
や
背
景
（
自
身

や
周
囲
の
重
症
化
リ
ス
ク
等
）に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
る
だ
ろ
う
。

多
様
な
考
え
方
が
あ
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
万
人
に
と
っ
て

明
確
な
線
引
き
が
存
在
し
な
い
以
上
、
そ
の
ラ
イ
ン
は
自
分
で
作
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
山
小
屋
に
も
宿
泊
者
に
も
言
え
る
こ
と
だ
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
新
し
い
知
識
や
自
身
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
い
つ

で
も
変
え
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。

山
小
屋
は
自
分
た
ち
の
考
え
方
を
で
き
る
だ
け
発
信
し
、
宿
泊
者

と
共
有
で
き
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
宿
泊
者
は
自
分
の
宿
泊
先
を
選
ぶ

た
め
に
情
報
収
集
を
行
な
う
こ
と
が
大
切
だ
ろ
う
。

考
え
る
の
を
や
め
な
い
こ
と
、
お
互
い
を
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
、

多
様
な
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
登
山
や
山
小
屋
に
限
ら
ず
、

ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
を
生
き
て
い
く
上
で
心
に
留
め
て
お
き
た
い
こ
と

で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
訪
問
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
山
小
屋
関
係
者
の

皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
文
＝
稲
垣
泰
斗
)
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山
小
屋
ス
タ
ッ
フ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

つ
ぎ
に
、
ス
タ
ッ
フ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
訪
問
し
た
赤
岳
鉱
泉
と
、

コ
ロ
ナ
対
策
2
年
目
に
な
っ
た
2
0
2
1
年
5
月
に
再
訪
し
た
オ
ー

レ
ン
小
屋
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

赤
岳
鉱
泉
・
営
業
再
開
に
向
け
て

八
ヶ
岳
南
部
に
あ
る
赤
岳
鉱
泉
は
、
2
0
2
0
年
7
月
か
ら
テ
ン

ト
場
と
売
店
の
営
業
を
再
開
し
、
8
月
か
ら
山
小
屋
の
宿
泊
営
業
を

再
開
し
た
。
当
主
の
柳
沢
太
貴
が
team
K
O
Iの
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
7
月
下
旬
に
メ
ン
バ
ー
3
人
で
、
赤
岳

鉱
泉
を
訪
問
し
た
。

赤
岳
鉱
泉
・
行
者
小
屋
は
、
4
月
の
時
点
で

月
末
ま
で
の
休
業

11

を
発
表
し
た
。
八
ヶ
岳
の
な
か
で
も
規
模
の
大
き
い
山
小
屋
で
あ

り
、
盟
主
と
言
わ
れ
る
赤
岳
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
こ
と
も
あ
り
、

赤
岳
鉱
泉
・
行
者
小
屋
の
休
業
宣
言
は
、大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ

た
。
何
よ
り
も
4
月
の
時
点
で
、
そ
こ
ま
で
長
い
休
業
を
発
表
し
た

山
小
屋
は
こ
こ
だ
け
だ
っ
た
。

休
業
の
理
由
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
相
手
で
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
対
し
て
、
十
分
な
感
染
予
防
対
策
が
取
れ
な
い
こ
と
。
営

業
し
て
も
休
業
し
て
も
赤
字
覚
悟
で
あ
る
が
、
営
業
を
し
て
万
が
一

山
小
屋
で
感
染
が
起
き
た
時
の
リ
ス
ク
を
考
え
る
と
、
休
業
す
る
方

が
赤
字
額
の
目
途
が
立
ち
や
す
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
登
山
者
と

従
業
員
を
感
染
か
ら
守
り
た
い
と
い
う
率
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
。

し
か
し
、
動
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
通
り
の
従

業
員
た
ち
が
山
小
屋
に
詰
め
、
山
小
屋
の
維
持
管
理
、
登
山
道
整
備

な
ど
日
常
の
業
務
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
柳
沢
の
気
持

ち
や
考
え
が
徐
々
に
変
わ
っ
て
き
た
。
日
々
の
情
報
収
集
を
続
け
、

今
後
の
再
開
に
向
け
て
従
業
員
た
ち
と
議
論
を
続
け
る
な
か
、
こ
れ

で
あ
れ
ば
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
が
立
っ
た
。
赤

岳
鉱
泉
に
限
る
が
、
7
月
に
テ
ン
ト
場
と
売
店
を
再
開
、
8
月
か
ら

は
山
小
屋
の
宿
泊
営
業
を
再
開
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

・
山
小
屋
訪
問
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
使
っ
て
（
受
付
、
居
室
、
食
堂
や
厨

房
）

柳
沢
と
と
も
に
、
医
師
の
稲
垣
泰
斗
を
含
む
team
K
O
Iの
メ
ン

バ
ー
3
人
が
赤
岳
鉱
泉
に
入
っ
た
の
は
、
宿
泊
営
業
を
2
週
間
後
に

控
え
た
こ
ろ
だ
っ
た
。
ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
の
山
小
屋
訪
問
通
り
、

「
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
に
沿
っ
て
情
報
や
意
見
の
交
換
を
始
め
た
。

こ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
、
宿
泊
者
が
入
館
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。受

付
に
あ
っ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
グ
ラ
ス
や
公
衆
電
話
は
、
ハ
イ
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タ
ッ
チ
サ
ー
フ
ェ
ス
に
な
り
消
毒
が
行
き
届
か
な
い
場
合
も
あ
る
と

考
え
、
撤
去
さ
れ
た
。
宿
泊
者
に
記
入
し
て
も
ら
う
問
診
票
は
、

team
K
O
Iの
な
か
で
議
論
を
重
ね
て
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

続
い
て
、
寝
床
を
含
む
居
室
ス
ペ
ー
ス
。
大
部
屋
は
カ
ー
テ
ン

レ
ー
ル
を
使
っ
た
可
動
式
の
仕
切
り
が
あ
っ
た
。
手
指
消
毒
薬
が
随

所
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
ス
ト
ー
ブ
に
引
火
す
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と

も
確
認
し
た
。
寝
具
は
2
日
間
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
こ
と

と
し
て
い
る
。

食
堂
と
厨
房
に
移
り
、
従
業
員
の
Ｐ
Ｐ
Ｅ
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
、
使
用
す
る
カ
ト
ラ
リ
ー
や
食
器
を
並
べ
、
実
際
に
洗

浄
と
乾
燥
を
行
な
っ
て
み
た
。
ビ
ー
ル
ジ
ョ
ッ
キ
は
口
が
ふ
れ
る
縁

だ
け
で
な
く
、
持
ち
手
や
胴
の
部
分
も
念
入
り
に
洗
う
必
要
が
あ
る

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
た
。

お
か
わ
り
に
つ
い
て
も
慎
重
だ
。
使
用
し
た
食
器
は
、
飛
沫
が
飛

ん
で
お
り
、
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
お
か
わ
り
に
は
新
し
い
食

器
を
使
う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
赤
岳
鉱
泉
が
十
分
な
数
量
の
食

器
を
持
っ
て
い
て
、
水
が
豊
富
で
、
ま
た
皿
洗
い
に
十
分
な
ス
ペ
ー

ス
が
取
れ
る
と
い
う
環
境
か
ら
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
山

小
屋
が
こ
の
よ
う
に
は
で
き
な
い
が
、
一
度
使
っ
た
食
器
は
汚
染
さ

れ
て
い
る
と
み
な
し
て
、
お
か
わ
り
を
よ
そ
う
と
き
に
は
、
し
ゃ
も

じ
や
お
玉
が
食
器
に
触
れ
な
い
よ
う
気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。配

膳
や
下
膳
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
導
線
の
確
保
な
ど
、

あ
ら
か
じ
め
従
業
員
の
間
で
よ
く
話
し
合
わ
れ
て
い
た
が
、
私
た
ち

を
客
と
想
定
し
練
習
し
た
。

・
山
小
屋
の
楽
し
み
を
活
か
す
方
法

興
味
深
か
っ
た
の
は
、
談
話
の
ス
ペ
ー
ス
と
本
棚
の
扱
い
だ
。

赤
岳
鉱
泉
の
地
下
に
は
、
壁
沿
い
に
ベ
ン
チ
が
あ
り
、
真
ん
中
に

テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
で
あ
れ

ば
、
ベ
ン
チ
に
登
山
者
が
座
り
、
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
床
に
も
登
山

者
が
座
り
、
お
酒
を
飲
ん
だ
り
語
っ
た
り
す
る
、
い
わ
ゆ
る
談
話
の

ス
ペ
ー
ス
だ
っ
た
。
こ
こ
が
密
に
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
か
と
考
え
た
と
こ
ろ
、
従
業
員
の
ひ
と
り
が
言
い
出

し
た
。「
マ
ネ
キ
ン
を
置
こ
う
」
と
。
ス
ポ
ン
サ
ー
が
提
供
す
る
最

新
の
ウ
エ
ア
を
着
た
マ
ネ
キ
ン
が
飾
っ
て
あ
る
が
、
そ
れ
を
ベ
ン
チ

に
座
ら
せ
、人
と
人
の
距
離
を
取
る
よ
う
に
し
た
。
遊
び
心
が
あ
り
、

宿
泊
者
を
な
ご
ま
せ
て
く
れ
る
。

本
棚
は
地
階
の
談
話
ス
ペ
ー
ス
に
あ
る
。
本
は
無
数
の
人
が
触
る

の
で
、
接
触
感
染
の
源
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。
け

れ
ど
、
山
小
屋
で
本
を
読
む
楽
し
み
は
、
ほ
か
に
は
代
え
ら
れ
な
い

も
の
だ
。
雑
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
読
む
の
も
、
普
段
手
に
取
る

機
会
の
な
い
古
書
を
読
む
の
も
楽
し
い
。
登
山
者
か
ら
そ
の
楽
し
み
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を
奪
い
た
く
な
い
。
じ
つ
は
、
赤
岳
鉱
泉
以
前
に
訪
問
し
て
い
た
山

小
屋
で
も
同
じ
よ
う
な
意
見
が
出
た
。
そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
本
棚

の
前
に
手
指
消
毒
液
を
置
く
こ
と
だ
。
読
書
前
後
、
本
を
棚
に
戻
し

た
あ
と
も
、
手
指
消
毒
を
し
て
も
ら
う
。
そ
う
す
れ
ば
感
染
の
リ
ス

ク
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
っ
そ
く
赤
岳
鉱
泉
の
従
業
員
た
ち

に
も
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
皆
が
賛
成
し
て
く
れ
た
。

感
染
予
防
対
策
が
最
優
先
で
あ
る
が
、
が
ち
が
ち
に
対
策
を
講
じ

る
こ
と
ば
か
り
に
目
が
い
っ
て
し
ま
う
と
、
山
小
屋
の
居
心
地
の
良

さ
が
損
な
わ
れ
か
ね
な
い
。
せ
っ
か
く
山
に
来
た
の
だ
っ
た
ら
、
少

し
で
も
安
ら
い
で
ほ
し
い
。
そ
う
い
う
山
小
屋
側
の
思
い
が
、
ど
う

に
か
し
て
登
山
者
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
方
法
を
探
そ
う
と
い
う
姿

勢
に
結
び
付
い
た
。

・
有
症
者
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

咳
や
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
登
山
者
を
、
ほ
か
の
登
山
者
か
ら

隔
離
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
、
多
く
の
山
小
屋
が
準
備
し
て
い
る
。
赤
岳

鉱
泉
の
場
合
、
大
型
の
テ
ン
ト
だ
っ
た
。
な
か
に
従
業
員
が
作
っ
た

ベ
ッ
ド
を
設
置
し
、
症
状
が
あ
る
人
が
少
し
で
も
休
め
る
よ
う
に
工

夫
し
て
あ
る
。
当
初
、
テ
ン
ト
は
山
小
屋
の
入
り
口
近
く
に
設
置
す

る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
人
通
り
が
多
く
、
ほ
か
の
登
山
者
と
動
線
を

分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
山
小
屋
の
裏
手
に
設
置

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
登
山
者
の
症
状
が
悪
化
し
た
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と
き
に
、
す
ぐ
に
従
業
員
が
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ

で
考
え
つ
い
た
の
が
無
線
。
有
症
者
と
担
当
従
業
員
が
無
線
を
持

ち
、
い
つ
で
も
会
話
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

・
従
業
員
の
安
全
を
守
る

登
山
者
を
守
る
こ
と
と
同
時
に
、従
業
員
を
守
る
こ
と
も
重
要
だ
。

食
堂
や
居
室
、談
話
室
、廊
下
、ト
イ
レ
な
ど
宿
泊
者
が
使
う
ス
ペ
ー

ス
と
、
従
業
員
だ
け
が
使
う
厨
房
や
従
業
員
用
の
寝
室
を
区
別
す
る

必
要
が
あ
る
。
従
業
員
専
用
の
ス
ペ
ー
ス
に
入
る
と
き
に
は
、
エ
プ

ロ
ン
を
替
え
る
、
手
指
消
毒
を
す
る
な
ど
の
切
り
替
え
が
必
要
だ
。

ま
た
、
親
し
い
常
連
客
で
あ
っ
て
も
、
従
業
員
専
用
ス
ペ
ー
ス
に
は

立
ち
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
の
事
項
を
確
認
し
た
。

・
具
体
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
内
容

以
上
は
、
ほ
か
の
山
小
屋
訪
問
で
も
行
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る

が
、そ
の
ほ
か
に
、具
体
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
も
し
た
。
主
な
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
は
手
を
洗
う
こ
と
と
掃
除
用
の
Ｐ
Ｐ
Ｅ
の
着
脱
だ
。

手
を
洗
う
な
ん
て
誰
で
も
で
き
る
、
と
軽
視
し
て
は
い
け
な
い
。

ど
の
よ
う
な
手
順
で
洗
う
の
が
良
い
か
、
医
師
の
稲
垣
が
見
本
を
見

せ
、
一
人
ひ
と
り
実
践
し
た
。

掃
除
用
の
Ｐ
Ｐ
Ｅ
は
、
赤
岳
鉱
泉
の
場
合
、
つ
な
ぎ
と
登
山
用
雨

具
、
そ
れ
に
マ
ス
ク
だ
。
正
し
い
装
着
と
、
脱
ぐ
と
き
の
手
順
を
確

認
し
、
こ
れ
も
一
人
ひ
と
り
実
践
し
た
。
脱
い
だ
あ
と
は
、
毎
回
洗

濯
を
す
る
こ
と
と
し
、
洗
濯
場
ま
で
の
持
ち
運
び
も
確
認
。

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
準
備
の
ご
く
一
部
だ
。
ほ
か
に
も
多
く
の

準
備
を
し
た
。
感
心
し
た
の
は
、
医
師
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
自
分

た
ち
が
講
じ
て
き
た
対
策
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
変
え
て
い
く
こ
と

だ
っ
た
。
よ
り
良
い
方
法
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
常
に
柔
軟
な
思
考

を
持
っ
て
い
た
。

ス
タ
ッ
フ
全
員
が
常
に
も
の
す
ご
く
真
剣
だ
っ
た
こ
と
も
、
印
象

的
だ
っ
た
。
ビ
ー
ル
を
注
ぐ
ジ
ョ
ッ
キ
の
洗
い
方
に
つ
い
て
話
題
に

上
る
と
、す
ぐ
に
ジ
ョ
ッ
キ
と
専
用
の
洗
浄
ス
ポ
ン
ジ
が
出
て
く
る
。

味
噌
汁
や
ご
飯
の
お
か
わ
り
シ
ー
ン
で
の
感
染
予
防
の
話
に
な
る

と
、
水
を
は
っ
た
大
鍋
と
レ
ー
ド
ル
、
椀
、
炊
飯
器
に
し
ゃ
も
じ
と

茶
碗
が
あ
っ
と
い
う
間
に
用
意
さ
れ
、
動
作
の
確
認
を
し
た
。

ま
た
、
私
た
ち
が
訪
問
す
る
前
に
、
ど
れ
ほ
ど
ス
タ
ッ
フ
達
が
真

剣
に
感
染
予
防
に
つ
い
て
考
え
、
討
論
を
重
ね
て
き
た
か
う
か
が
い

知
れ
た
。

彼
ら
が
講
じ
た
策
は
、決
し
て
形
式
的
で
は
な
か
っ
た
し
、マ
ニ
ュ

ア
ル
や
提
言
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
も
な
か
っ
た
。
飛
沫
、
接
触
、
エ

ア
ロ
ゾ
ル
と
い
っ
た
感
染
経
路
の
原
則
を
踏
ま
え
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル

に
発
想
し
、
よ
り
確
か
な
感
染
予
防
、
登
山
者
が
使
い
や
す
い
方
法
、

宿
泊
者
が
少
し
で
も
快
適
な
方
法
を
選
ん
で
い
た
。
さ
ぞ
、
試
行
錯
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誤
を
繰
り
返
し
た
だ
ろ
う
と
、
そ
の
過
程
が
う
か
が
い
知
れ
た
。

八
ヶ
岳
・
オ
ー
レ
ン
小
屋
を
再
訪

2
年
目
の
オ
ー
レ
ン
小
屋
の
再
訪
は
、
当
主
の
小
平
岳
男
さ
ん
か

ら
の
依
頼
だ
っ
た
。
2
0
2
1
年
6
月
に
行
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
team
K
O
Iで
の
山
小
屋
訪
問

は
、
共
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
を
考
え
る
場
で
あ
る
。

対
策
に
基
本
は
あ
れ
ど
、
ど
の
よ
う
な
形
で
実
行
で
き
る
か
は
、
山

小
屋
に
よ
っ
て
異
な
る
。
山
小
屋
の
規
模
、
間
取
り
、
水
源
の
有
無

や
事
情
、
周
辺
の
地
形
や
自
然
条
件
、
荷
揚
げ
の
方
法
や
頻
度
、
ス

タ
ッ
フ
の
人
数
、さ
ら
に
は
運
営
形
態
や
経
済
的
状
況
も
関
係
す
る
。

こ
ち
ら
か
ら
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
医
学
的
特
徴
や
感
染
の

パ
タ
ー
ン
や
感
染
状
況
を
、
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
な
が
ら
伝
え
、
山
小

屋
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
重
ね
合
わ
せ

て
、
落
着
で
き
る
と
こ
ろ
を
共
に
探
す
の
だ
。
な
る
べ
く
リ
ス
ク
を

低
く
す
る
こ
と
、
登
山
者
に
心
地
よ
く
過
ご
し
て
も
ら
う
こ
と
、
ス

タ
ッ
フ
が
継
続
し
て
気
持
ち
よ
く
働
け
る
環
境
を
作
る
こ
と
の
バ
ラ

ン
ス
も
大
切
だ
。
最
終
的
に
結
論
を
導
き
出
す
の
は
、
当
事
者
で
あ

る
山
小
屋
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
に
よ
る
。

再
訪
し
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
次
の
3
点
だ
。

一
つ
目
は
、
す
ぐ
に
目
を
引
い
た
の
は
玄
関
を
入
っ
て
右
手
の
宿

泊
者
た
ち
が
憩
う
ス
ペ
ー
ス
。
昨
年
は
、
予
防
対
策
が
十
分
に
講
じ

ら
れ
な
い
と
し
て
閉
鎖
し
て
い
た
。
か
つ
て
囲
炉
裏
が
あ
っ
た
と
こ

ろ
に
薪
ス
ト
ー
ブ
が
設
置
さ
れ
、
四
方
を
チ
ベ
ッ
タ
ン
絨
毯
で
囲
ん

だ
雰
囲
気
の
あ
る
場
所
だ
。
ス
ト
ー
ブ
の
お
か
げ
で
暖
か
く
、
干
し

物
の
乾
き
も
良
い
。
窓
際
の
「
オ
ー
レ
ン
山
の
文
庫
」
と
共
に
復
活

し
て
い
た
。
読
書
の
前
後
に
手
指
消
毒
を
勧
め
る
よ
う
消
毒
液
を
設

置
し
、
読
ん
だ
本
は
専
用
ボ
ッ
ク
ス
で
回
収
。
万
が
一
ウ
イ
ル
ス
が

付
着
し
て
も
不
活
性
化
を
待
つ
た
め
に
2
日
程
度
休
ま
せ
て
書
棚
に

返
す
と
い
う
仕
組
み
だ
。
さ
ら
に
は
、
硫
黄
岳
側
の
窓
辺
に
古
く
か

ら
の
テ
ー
ブ
ル
を
使
っ
て
カ
ウ
ン
タ
ー
を
作
り
、
く
つ
ろ
ぎ
ス
ペ
ー

ス
を
作
っ
た
。

2
点
目
は
寝
具
。
昨
年
は
不
織
布
の
使
い
捨
て
シ
ー
ツ
と
襟
布
、

枕
カ
バ
ー
を
使
っ
て
い
た
の
を
、
宿
泊
者
に
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ツ
を
持

参
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
昨
年
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
2
〜
5
日

程
度
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
さ
せ
た
上
で
の
布
団
利
用
の
可
能
性
を

話
し
て
き
た
。
布
団
を
や
め
て
シ
ュ
ラ
フ
持
参
、
毎
回
リ
ネ
ン
を
交

換
す
る
対
策
も
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
登
山
者
や
山
小
屋
側
へ
の
負

担
が
大
き
い
。
布
団
と
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ツ
で
あ
れ
ば
、
互
い
の
負
担

も
少
な
い
。
こ
の
1
年
で
接
触
感
染
の
リ
ス
ク
が
低
い
こ
と
が
わ

か
っ
た
た
め
、
よ
だ
れ
な
ど
の
唾
液
付
着
を
中
心
に
気
を
つ
け
れ
ば

よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
見
解
だ
。
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一
方
で
、
飛
沫
感
染
の
リ
ス
ク
は
高
い
。
人
が
集
う
楽
し
さ
は
山

小
屋
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
そ
れ
を
山
小
屋
の
当
主
た
ち
は
誰
よ
り
も

よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
ー
レ
ン
小
屋
名
物
の
日
本
酒
飲
み

比
べ
の
サ
ー
ビ
ス
は
中
止
の
ま
ま
だ
っ
た
。
一
度
再
開
し
た
け
れ

ど
、
お
酒
が
入
る
と
気
が
緩
む
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
か
ら
と
、
通

常
の
ア
ル
コ
ー
ル
販
売
に
留
め
て
い
る
。

窓
の
開
放
に
加
え
て
、
食
堂
を
中
心
に
換
気
扇
を
増
や
し
た
。
Ｃ

Ｏ
2
モ
ニ
タ
ー
が
置
か
れ
、
ス
タ
ッ
フ
は
も
ち
ろ
ん
宿
泊
者
が
換
気

の
具
合
を
確
認
で
き
る
。
食
堂
の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
や
座
席
の
配
置

は
変
わ
ら
ぬ
ま
ま
で
あ
り
、
宿
泊
者
は
「
黙
食
」
に
協
力
し
て
く
れ

る
と
い
う
。

以
上
は
、
接
触
感
染
の
リ
ス
ク
が
低
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、

開
放
で
き
る
と
こ
ろ
は
開
放
す
る
。
し
か
し
飛
沫
感
染
、
エ
ア
ロ
ゾ

ル
に
よ
る
感
染
の
リ
ス
ク
は
高
い
。
マ
ス
ク
を
外
す
食
事
シ
ー
ン
は

リ
ス
ク
が
高
ま
る
の
で
重
点
的
に
対
策
す
る
と
い
う
考
え
だ
。

あ
れ
も
ダ
メ
こ
れ
も
ダ
メ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
感
染
対
策
を
講

じ
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
山
小
屋
本
来
の
魅
力
を
取
り
戻
し
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
た
。

山
小
屋
当
主
の
考
え
方
を
聞
く

次
に
、
北
ア
ル
プ
ス
、
南
ア
ル
プ
ス
、
八
ヶ
岳
を
代
表
す
る
山
小

屋
の
当
主
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
域
の
様
子
を
聞
い
た
内
容
を
紹
介
す

る
。北

ア
ル
プ
ス
の
2
0
2
0
年

山
小
屋
運
営
と
登
山
者
の
山
岳
地
域
利
用
の
根
幹
か
ら
、
北
ア
ル

プ
ス
山
小
屋
友
交
会
会
長
・
山
田
直
さ
ん
に
聞
く
。

―
―
2
0
2
0
年
の
北
ア
ル
プ
ス
の
山
小
屋
は
、
ど
の
よ
う
に
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
か
。

山
田

北
ア
ル
プ
ス
に
は
、
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
協
会
が
あ
り
、
96

軒
の
山
小
屋
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
地
域
別
に
、
黒
部
観
光
旅
館
組

合
、
立
山
山
荘
協
同
組
合
、
北
ア
ル
プ
ス
北
部
山
小
屋
組
合
、
飛
騨

山
小
屋
友
交
会
、
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
友
交
会
に
分
か
れ
ま
す
。
私

が
会
長
を
し
て
い
る
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
友
交
会
に
は
、
槍
・
穂
高

連
峰
、
ア
ル
プ
ス
銀
座
、
上
高
地
、
乗
鞍
岳
周
辺
に
あ
る

軒
の
山

43

小
屋
が
所
属
し
て
い
ま
す
。
山
麓
に
あ
る
施
設
か
ら
、
樹
林
帯
や
山

腹
、
稜
線
に
位
置
す
る
も
の
ま
で
、
自
然
環
境
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り

ま
す
。
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年
の
営
業
は
、
7
月

日
か
ら
営
業
再
開
す
る
山
小
屋
が
多

20

15

か
っ
た
で
す
。
黒
部
・
立
山
方
面
は
そ
れ
よ
り
も
少
し
早
く
6
月
中

旬
か
ら
再
開
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
山
小
屋
も
、
例

年
通
り
の
日
程
で
入
山
し
、
除
雪
作
業
や
施
設
の
維
持
管
理
、
登
山

道
整
備
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
経
営
す
る
横
尾
山
荘
が

あ
る
槍
・
穂
高
連
峰
で
は
、
例
年
通
り
4
月
下
旬
に
入
山
す
る
山
小

屋
が
多
か
っ
た
で
す
。
営
業
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ス
タ
ッ
フ
の

数
を
絞
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
い
つ
も
通
り
除

雪
を
し
、
小
屋
開
け
を
し
て
施
設
の
維
持
管
理
を
し
続
け
ま
し
た
。

―
―
｢山
小
屋
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
策
定
の
経
緯
と
内
容
は
？

山
田

北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
協
会
で
作
り
ま
し
た
。
第
1
版
を
発
表

し
た
の
が
、
6
月

日
で
す
。
外
部
か
ら
差
し
出
さ
れ
る
の
で
は
な

15

く
、
当
事
者
で
あ
る
私
た
ち
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
る
べ
き
と
考
え

ま
し
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
て
い
く
べ
き

も
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
専
門
家
会
議
の
提
言
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
主
な
感

染
経
路
で
あ
る
接
触
感
染
と
飛
沫
感
染
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
、
ま
た

従
業
員
や
宿
泊
者
の
動
線
や
接
触
に
考
慮
し
た
対
策
と
し
て
い
ま

す
。
山
小
屋
の
規
模
、
業
態
な
ど
の
実
情
は
そ
れ
ぞ
れ
に
な
り
ま
す

の
で
、
こ
こ
で
は
原
則
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
も
と
に
各
山
小
屋

が
実
情
に
合
っ
た
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

―
―
シ
ー
ズ
ン
を
終
え
て
、
各
山
小
屋
の
状
況
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

山
田

一
部
通
年
営
業
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の
山
小
屋

が
9
〜

月
に
営
業
を
終
え
ま
し
た
。
例
年
よ
り
早
く
に
終
え
た
と

11

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

ほ
か
の
山
域
と
同
様
で
す
が
、
宿
泊
定
員
数
を
絞
っ
た
た
め
に
収

入
は
減
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
の
た
め
の
作
業
は

増
え
ま
し
た
の
で
、
従
業
員
数
を
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
し
、
対
策
を
講
じ
る
た
め
の
費
用
も
掛
か
り
ま
す
。
ど
こ
も
収
益

は
大
幅
に
減
っ
て
い
ま
す
。

北
ア
ル
プ
ス
は
長
野
県
、
岐
阜
県
、
富
山
県
の
3
県
に
ま
た
が
り

ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
か
ら
春
の
休
業
中
の
支
援
措
置
が
あ
り
、

ま
た
そ
の
後
、
山
小
屋
の
公
益
性
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
、
各
山
小
屋
に

万
円
ず
つ
の
支
援
が
あ
り
ま
し
た
。
後

30

者
に
つ
い
て
は
、
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
友
交
会
と
北
ア
ル
プ
ス
北
部

山
小
屋
組
合
で
、
長
野
県
に
お
願
い
に
上
が
っ
た
も
の
で
す
。

来
年
以
降
の
こ
と
を
長
期
的
に
考
え
る
と
、
山
小
屋
が
持
つ
本
来

の
役
割
を
再
認
識
し
、
持
続
可
能
な
管
理
体
制
を
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
の
課
題
が
顕
著
化
し
ま
し

た
。
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―
―
山
小
屋
の
役
割
に
つ
い
て
、
改
め
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

山
田

私
が
経
営
す
る
横
尾
山
荘
は
、
中
部
山
岳
国
立
公
園
内
に
あ

り
ま
す
。
こ
こ
に
位
置
す
る
北
ア
ル
プ
ス
の
山
小
屋
に
つ
い
て
考
え

る
と
、登
山
者
に
宿
泊
環
境
や
食
事
な
ど
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
で
得
た
収
益
を
も
と
に
し
て
、
登
山
道
の
巡
視
、
登
山
道
を
維

持
す
る
た
め
の
整
備
や
補
修
、
宿
泊
者
だ
け
で
な
く
通
行
す
る
登
山

者
も
利
用
す
る
ト
イ
レ
の
維
持
や
管
理
、
登
山
道
や
山
小
屋
の
周
辺

環
境
の
衛
生
や
美
化
を
保
つ
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
業
を
し
て
き
ま

し
た
。
さ
ら
に
は
、
国
立
公
園
の
利
用
者
で
あ
る
登
山
者
た
ち
の
相

談
に
の
っ
た
り
、
と
き
に
は
指
導
を
し
、
安
全
登
山
の
一
役
を
担
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
遭
難
が
発
生
し
た
場
合
は
、
警
察
や
消
防
と

協
力
を
し
、
救
助
活
動
に
も
従
事
し
て
き
ま
し
た
。

山
小
屋
は
宿
泊
施
設
や
食
堂
、
売
店
を
運
営
す
る
だ
け
で
な
く
、

山
小
屋
が
置
か
れ
て
い
る
国
立
公
園
内
の
環
境
を
維
持
す
る
た
め
の

仕
事
も
担
っ
て
お
り
、
そ
の
費
用
の
一
部
は
行
政
が
負
担
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
人
手
は
山
小
屋
か
ら
出
て
い
ま
す
し
、
多
く
の
費

用
を
山
小
屋
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

―
―
山
小
屋
は
現
在
、
ど
ん
な
状
況
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

山
田

た
し
か
に
コ
ロ
ナ
に
よ
る
影
響
は
甚
大
で
す
。
け
れ
ど
そ
れ

以
前
か
ら
難
し
い
課
題
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
主
に
5
つ
の
課
題
で

す
。

一
つ
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
物
資
輸
送
が
困
難
に
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
で
す
。

ほ
と
ん
ど
の
山
小
屋
が
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
利
用
し
て
物
資
の
輸

送
を
し
て
い
ま
す
。
燃
料
、
食
材
・
食
品
、
そ
の
ほ
か
山
小
屋
を
維

持
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
で
す
。
近
年
、
民
間
空
輸
会
社
の
機
体
と

人
材
の
不
足
や
、
燃
料
を
含
む
物
資
輸
送
価
格
の
高
騰
な
ど
に
よ
っ

て
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
会
社
と
の
契
約
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
難
し

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
現
状
で
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
物
資

輸
送
な
く
し
て
山
小
屋
の
経
営
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
の
で
、
深
刻
な

問
題
で
す
。

二
つ
目
は
法
律
に
関
す
る
こ
と
で
す
。

山
小
屋
は
特
殊
な
立
地
条
件
に
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
、
建
築
基
準

法
や
消
防
法
、
労
働
法
な
ど
山
小
屋
に
関
連
す
る
法
令
は
、
街
で
の

生
活
に
照
準
を
合
わ
せ
て
お
り
、
山
小
屋
で
遵
守
す
る
こ
と
は
難
し

い
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
山
小
屋
を
建
て
替
え
た
り
、
増
改
築
す
る

の
が
困
難
で
す
。
山
小
屋
の
従
業
員
の
労
働
環
境
に
も
影
響
が
あ
り

ま
す
。
山
岳
地
域
の
場
合
、
特
殊
事
情
を
鑑
み
た
緩
和
措
置
が
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
持
続
可
能
な
労
働
力
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
い
う
現
状
で
す
。
こ
れ
は
労
働
法
の
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
ま

た
昨
今
、
山
小
屋
で
働
き
た
い
と
い
う
人
が
減
っ
て
き
て
い
る
と
い

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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う
状
況
も
あ
り
ま
す
。
年
間
雇
用
が
で
き
る
ケ
ー
ス
は
限
ら
れ
て
い

ま
す
。
年
間
で
雇
用
で
き
な
い
場
合
、
シ
ー
ズ
ン
終
了
と
同
時
に
一

度
解
雇
し
、
次
の
シ
ー
ズ
ン
始
め
に
再
び
雇
用
す
る
と
い
う
形
式
を

と
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
の
間
は
社
会
保
険
な
ど

か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
つ
目
は
、
登
山
者
と
山
小
屋
の
間
に
起
こ
る
問
題
で
す
。

登
山
者
か
ら
助
言
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
山
小
屋
が
登
山

者
に
指
導
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
も
多
い
で
す
。
遭
難
救
助

の
件
数
も
増
え
て
お
り
、
警
察
や
消
防
だ
け
で
な
く
、
現
場
で
救
助

に
あ
た
る
山
小
屋
の
負
担
も
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
し
て
最
後
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
で
す
。

2
0
2
0
年
は
休
業
し
た
と
こ
ろ
も
営
業
し
た
と
こ
ろ
も
、
大
幅

な
収
入
減
で
す
。
行
政
か
ら
入
山
の
自
粛
が
要
請
さ
れ
た
期
間
で

も
、
登
山
道
の
利
用
に
つ
い
て
規
制
は
か
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
宿

泊
客
は
と
ら
な
く
と
も
山
小
屋
を
開
け
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
れ
に
も
多
額
の
人
件
費
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
山
小
屋
の
自
助
努
力
で
は
解
決
で
き
な
い
規

模
と
内
容
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
事
業
を
閉
じ
ざ
る
を
得
な
い
山

小
屋
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
の
山
小
屋
が
閉
じ
た
だ

け
で
、
周
囲
に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
3
泊
4

日
で
縦
走
す
る
と
し
ま
す
。
2
日
目
に
宿
泊
予
定
だ
っ
た
山
小
屋
が

廃
業
し
た
場
合
、
そ
の
コ
ー
ス
を
縦
走
す
る
こ
と
自
体
が
難
し
く
な

る
の
で
す
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
、
一
つ
の
山
小
屋
た
り
と
も
落
と
さ

ず
、
持
続
可
能
な
状
態
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

山
か
ら
山
小
屋
が
な
く
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
想
像
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。
登
山
道
を
整
備
し
て
き
た
人
た
ち
が
い
な
く
な
る
の
で
す

か
ら
、
登
山
道
が
荒
れ
て
き
ま
す
。
ト
イ
レ
を
管
理
し
て
き
た
人
た

ち
も
い
な
く
な
る
の
で
、
し
尿
で
汚
染
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
よ
う
な
状
況
で
は
、
山
岳
地
帯
の
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境
が
守
れ

な
い
で
す
し
、
登
山
を
続
け
る
こ
と
も
難
し
く
な
り
ま
す
。

―
―
山
岳
環
境
に
関
わ
る
法
令
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

山
田

北
ア
ル
プ
ス
の
場
合
、
国
有
林
と
国
立
公
園
、
特
別
名
勝
や

特
別
記
念
物
で
あ
る
文
化
財
に
関
わ
る
法
律
、
さ
ら
に
は
長
野
県
の

条
例
が
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

国
有
林
に
関
す
る
法
律
は
、
林
野
庁
の
森
林
法
と
国
有
林
野
法
。

国
立
公
園
に
つ
い
て
は
環
境
省
の
自
然
公
園
法
。
文
化
財
に
つ
い
て

は
文
化
庁
の
文
化
財
保
護
法
で
す
。
ま
た
、
長
野
県
に
は
登
山
安
全

条
例
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
許
認
可
権
限
を
持
つ
機
関
は
複
数
あ

る
も
の
の
、
統
括
的
な
管
理
を
所
管
す
る
機
関
は
不
在
で
す
。
そ
れ

も
理
由
と
な
っ
て
、
登
山
道
や
ト
イ
レ
の
維
持
管
理
が
山
小
屋
に
依

存
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
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―
―
積
極
的
に
行
政
に
働
き
か
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

山
田

長
野
県
、
そ
れ
か
ら
環
境
省
や
林
野
庁
、
文
化
庁
を
視
野
に

入
れ
て
超
党
派
議
員
団
体
な
ど
に
働
き
か
け
て
い
ま
す
。
主
な
要
望

は
3
つ
で
す
。

一
つ
は
山
岳
地
域
の
利
用
環
境
が
こ
れ
ま
で
通
り
維
持
さ
れ
る
た

め
に
は
、
早
急
に
、
行
政
に
よ
る
直
接
的
な
管
理
へ
と
転
換
さ
れ
る

こ
と
で
す
。
国
な
り
県
な
り
の
機
関
が
、
予
算
措
置
を
し
て
維
持
管

理
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
登
山
道
整
備
を
例
に
と
る
と
、
現
状
は

資
材
資
金
に
対
し
て
補
助
制
度
が
あ
る
け
れ
ど
、
人
件
費
を
含
め
た

そ
れ
以
外
は
山
小
屋
が
負
担
し
て
い
ま
す
。
修
繕
が
必
要
に
な
っ
た

ら
措
置
が
取
ら
れ
る
け
れ
ど
、
日
々
の
整
備
は
山
小
屋
の
負
担
と

な
っ
て
い
ま
す
。
計
画
的
に
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
維
持
管
理
が

事
業
と
し
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
山
小
屋
事
業
の
継
続
の
た
め
に
、
当
面
の
措
置
と
し

て
の
経
済
的
支
援
と
業
務
負
担
の
軽
減
の
施
策
を
求
め
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
長
野
県
の
登
山
安
全
条
例
に
沿
っ
て
、
登
山
者
の
山
岳

利
用
の
質
を
向
上
さ
せ
、
適
正
な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
の
具
体
的

な
施
策
の
検
討
と
実
施
を
要
望
し
て
い
ま
す
。
難
し
い
言
葉
に
な
り

ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
登
山
の
安
全
が
図
ら
れ
、
お
の
ず
と
遭
難

や
遭
難
救
助
の
件
数
も
減
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
国
立
公
園
の
利
用
者
で
あ
る
登
山
者
に
も
果
た
す
べ
き
こ
と
が

あ
る
と
お
考
え
で
す
ね
。

山
田

は
い
。
ご
み
の
持
ち
帰
り
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
登
山
者
の

マ
ナ
ー
や
良
心
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
法
令
化
し
、
登
山
者
の

責
務
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
登
山
の
基

本
は
自
己
責
任
で
あ
り
、
安
全
な
登
山
を
す
る
こ
と
は
登
山
者
の
責

任
で
あ
り
、
万
が
一
の
ト
ラ
ブ
ル
に
対
し
て
も
、
登
山
者
自
身
が
対

応
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。
や
む
な
く
救
助
依
頼

す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
最
初
か
ら
救
助
を
当
て
に
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
自
然
環
境
や
景
観
を
守
る
た
め
に
登
山
者
が
担
う
も
の

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
登
山
道
の
ハ
シ
ゴ
や
ク
サ
リ
に
関
し
て
、
今

後
そ
れ
を
管
理
す
る
と
こ
ろ
が
明
確
に
な
っ
た
場
合
、
で
は
万
が
一

ハ
シ
ゴ
や
ク
サ
リ
が
崩
壊
し
て
事
故
が
起
き
た
ら
、
誰
の
責
任
に
な

る
の
か
。
自
然
環
境
の
な
か
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

ハ
シ
ゴ
や
ク
サ
リ
の
状
況
は
、
極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
変
動
し
て
い

き
ま
す
。
使
う
た
び
に
、
そ
れ
が
安
全
で
あ
る
か
ど
う
か
見
極
め
る

の
は
使
う
人
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
責
任
の
所
在
も
明
ら
か
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。

―
―
最
後
に
、
2
0
2
1
年
に
向
け
て
お
話
く
だ
さ
い
。

山
田

水
源
は
天
水
に
頼
っ
て
い
る
な
ど
厳
し
い
条
件
の
山
小
屋
も

あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
条
件
の
厳
し
い
山
小
屋
は
、
ほ
か
と
比
べ

て
宿
泊
料
が
高
く
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。
倍
額
に
な
っ
て
も
ま
か

コロナと登山、模索を続けた 2020 年
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な
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
横
尾
山
荘
の
よ
う
に
街
に
近
い
印
象
の
あ
る
山
小
屋
で

は
、
水
が
出
て
当
た
り
前
、
ト
イ
レ
が
き
れ
い
で
当
た
り
前
と
思
わ

れ
が
ち
で
す
。
け
れ
ど
横
尾
山
荘
で
あ
っ
て
も
、
水
源
を
確
保
す
る

の
は
大
変
で
す
。
豪
雨
に
な
れ
ば
水
は
濁
り
ま
す
し
、
梓
川
が
氾
濫

し
そ
う
に
な
る
時
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
山
小
屋
の
存
在
そ

の
も
の
が
危
う
く
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
厳
し
い
環
境
で
営
業
し
て
い

る
こ
と
を
、気
に
留
め
て
お
い
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。

ど
の
山
小
屋
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
環
境
と
折
り
合
い
を
つ
け
て

営
ん
で
お
り
、
日
々
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
。
登
山
と
同
じ
で
、
自
然

を
相
手
に
し
、
危
機
管
理
を
し
な
が
ら
緊
張
し
て
業
務
を
行
な
っ
て

い
ま
す
。
ト
イ
レ
の
掃
除
は
汲
み
取
り
業
者
が
来
る
の
で
は
な
く
、

従
業
員
た
ち
が
手
を
汚
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。
春
に
山
小
屋
を
開
け

る
と
き
、
山
小
屋
の
周
辺
が
し
尿
や
使
用
済
み
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
で
汚
れ
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
片
づ
け
も

山
小
屋
が
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
山
小
屋
が
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
せ
っ
か
く
の
大
切
な
山
行
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
楽
し
い
も

の
に
な
る
よ
う
に
と
、
私
た
ち
山
小
屋
側
も
思
っ
て
い
ま
す
。
隣
合

わ
せ
て
、
一
晩
を
同
じ
屋
根
の
下
で
過
ご
す
の
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん

が
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
気
を
配
り
た
い
で
す
ね
。

南
ア
ル
プ
ス
北
部
の
2
0
2
0
年

指
定
管
理
は
休
業
が
多
く
、
民
間
を
中
心
に
営
業
。
特
定
非
営
利

活
動
法
人
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
・
清
水
准
一
さ
ん
・
竹
本
清
香
さ
ん

に
聞
く
。

―
―
ま
ず
は
、
南
ア
ル
プ
ス
北
部
の
山
小
屋
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ

さ
い
。

清
水
、
竹
本

山
小
屋
を
軸
に
南
ア
ル
プ
ス
を
南
部
と
北
部
に
分
け

る
と
、
北
岳
を
含
む
白
峰
三
山
、
仙
丈
ヶ
岳
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
、
北
沢

峠
周
辺
、
鳳
凰
三
山
の
山
小
屋
を
南
ア
ル
プ
ス
北
部
と
考
え
ま
す
。

こ
こ
に

軒
の
山
小
屋
が
あ
り
ま
す
。

22

白
峰
三
山
周
辺
に
は
、
広
河
原
山
荘
、
白
根
御
池
小
屋
、
北
岳
肩

ノ
小
屋
、
北
岳
山
荘
、
農
鳥
小
屋
、
大
門
沢
小
屋
、
両
俣
小
屋
が
あ

り
ま
す
。
北
岳
肩
ノ
小
屋
、
農
鳥
小
屋
、
大
門
沢
小
屋
が
民
間
経
営

で
、
ほ
か
は
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
の
指
定
管
理
受
託
者
制
度
を
受

け
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

北
沢
峠
周
辺
に
、
こ
も
れ
び
山
荘
と
長
衛
小
屋
、
仙
水
小
屋
が
あ

り
ま
す
。
こ
も
れ
び
山
荘
は
長
野
県
伊
那
市
、
長
衛
小
屋
は
南
ア
ル

プ
ス
市
の
指
定
管
理
、
仙
水
小
屋
は
民
間
経
営
で
す
。

仙
丈
ヶ
岳
に
は
、
大
平
山
荘
、
馬
ノ
背
ヒ
ュ
ッ
テ
、
仙
丈
小
屋
が

あ
り
、
伊
那
市
の
指
定
管
理
で
す
。
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鳳
凰
三
山
は
、
夜
叉
神
峠
小
屋
、
南
御
室
小
屋
、
薬
師
岳
小
屋
、

鳳
凰
小
屋
、
早
川
尾
根
小
屋
が
あ
り
、
民
間
経
営
で
す
。

こ
れ
以
外
に
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
・
黒
戸
尾
根
に
、
山
梨
県
北
杜
市
の

指
定
管
理
で
あ
る
七
丈
小
屋
が
あ
り
ま
す
。

2
0
2
0
年
、
営
業
し
た
の
は
鳳
凰
三
山
の
早
川
尾
根
小
屋
を
除

く
4
軒
と
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
の
七
丈
小
屋
で
あ
り
、
白
峰
三
山
、
北
沢

峠
、
仙
丈
ヶ
岳
周
辺
の
山
小
屋
は
す
べ
て
休
業
し
ま
し
た
。
南
ア
ル

プ
ス
南
部
の
山
小
屋
は
す
べ
て
休
業
だ
っ
た
の
で
、
南
ア
ル
プ
ス
全

体
の
状
況
は
例
年
と
大
き
く
異
な
り
、
登
山
者
が
極
端
に
少
な
い
年

と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
山
小
屋
は
営
業
・
運
営
形
態
が
異
な
り
、
指
定
管
理

の
場
合
も
長
野
県
と
山
梨
県
の
両
県
か
ら
3
つ
の
地
方
自
治
体
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
山
小
屋
を
運
営
す
る
上
で
の
大
き
な
相
違
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
私
た
ち
が
南
ア
ル
プ
ス
市
か
ら
指
定
管

理
受
託
者
制
度
を
受
け
て
運
営
し
て
い
る
広
河
原
山
荘
、
白
根
御
池

小
屋
、
長
衛
小
屋
の
3
軒
を
中
心
に
お
話
し
ま
す
。

―
―
2
0
2
0
年
の
休
業
の
理
由
や
経
緯
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

清
水
、
竹
本

南
ア
ル
プ
ス
市
か
ら
指
定
管
理
を
受
け
て
い
る
山
小

屋
に
つ
い
て
は
、「
感
染
予
防
対
策
を
十
分
に
行
な
え
な
い
た
め
、
登

山
者
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
結
論
で
、
休
業
が
決

ま
り
ま
し
た
。
南
ア
ル
プ
ス
市
と
指
定
管
理
の
山
小
屋
を
受
託
し
て

い
る
人
た
ち
、
そ
れ
か
ら
周
辺
の
個
人
経
営
の
山
小
屋
の
当
主
た
ち

と
の
会
議
は
、
相
当
数
に
及
ん
で
い
ま
す
。
5
月
の
会
議
で
は
7
月

に
は
山
小
屋
が
開
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
夏
山
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ら

れ
る
か
。
そ
れ
が
無
理
と
な
っ
た
6
月
の
会
議
で
は
8
月
に
再
開
で

き
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
も
無
理
と
な
り
、
9
月
か
ら
開
け
て
も
仕
方

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
シ
ー
ズ
ン
を
通
じ
て
の
休
業
が
決
ま
り
ま

し
た
。

南
ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林
道
の
閉
鎖
も
決
ま
っ
た
の
で
、
お
の
ず

と
北
岳
肩
ノ
小
屋
、
農
鳥
小
屋
、
大
門
沢
小
屋
と
い
っ
た
白
峰
三
山

の
民
間
経
営
の
山
小
屋
も
休
業
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
鳳
凰
三
山
の
民
間
経
営
の
山
小
屋
は
、「
宿
泊
定
員
数
を

絞
り
、
で
き
る
限
り
の
対
策
を
す
る
」
と
い
う
方
針
で
、
6
月
中
旬

か
ら
営
業
を
再
開
し
ま
し
た
。
甲
斐
駒
ヶ
岳
・
黒
戸
尾
根
の
七
丈
小

屋
は
、
登
山
口
が
限
ら
れ
る
た
め
、
登
山
者
の
動
き
が
読
み
や
す
い
、

一
定
以
上
の
体
力
や
経
験
を
要
す
る
尾
根
で
あ
り
登
山
者
も
絞
ら
れ

る
の
で
、
営
業
し
や
す
い
面
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

北
沢
峠
や
仙
丈
ヶ
岳
周
辺
で
は
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
と
長
野
県

伊
那
市
が
指
定
管
理
を
し
て
い
る
山
小
屋
が
多
い
で
す
が
、
営
業
の

再
開
に
つ
い
て
双
方
で
調
整
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ

く
ま
で
も
決
定
事
項
を
連
絡
し
合
う
と
い
う
も
の
で
す
。

―
―
山
小
屋
休
業
に
は
、
南
ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林
道
の
現
状
も
関
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51



わ
っ
て
い
ま
す
ね
。

清
水
、
竹
本

南
ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林
道
が
開
通
し
な
い
と
、
実

質
的
に
は
広
河
原
や
北
沢
峠
を
登
山
口
と
す
る
登
山
は
難
し
い
の

で
、
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
山
梨
県
側
は
、
林
道
に
ま
つ
わ
る
観
光

関
連
の
事
柄
は
観
光
資
源
課
が
管
理
し
、
林
道
そ
の
も
の
の
管
理
は

林
務
部
の
中
北
林
務
事
務
所
の
林
道
担
当
の
管
轄
で
す
。

南
ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林
道
に
関
連
す
る
行
政
や
事
業
者
を
束
ね

て
い
る
の
が
、
南
ア
ル
プ
ス
交
通
適
正
化
協
議
会
で
す
。
国
土
交
通

省
、
山
梨
県
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
早
川
町
の
行
政
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン

の
ほ
か
、
山
梨
県
警
察
、
バ
ス
の
運
行
を
す
る
山
梨
交
通
、
山
梨
県

タ
ク
シ
ー
協
会
、
山
梨
県
山
岳
連
盟
の
担
当
者
が
メ
ン
バ
ー
で
す
。

山
小
屋
が
営
業
で
き
な
い
の
に
、
登
山
者
を
山
中
へ
送
り
込
む
の
は

い
か
が
な
も
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
林
道
を
開
通
さ
せ
な
い
こ

と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
事
実
上
、
白
峰
三
山
、
仙
丈
ヶ
岳
、
北
沢

峠
側
の
甲
斐
駒
ヶ
岳
周
辺
が
閉
山
と
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
実
は
、
コ
ロ
ナ
が
な
く
と
も
南
ア
ル
プ
ス
ス
ー
パ
ー
林
道

を
北
沢
峠
ま
で
開
通
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
す
。
2
0
1
9

年
の
台
風

号
の
被
害
が
甚
大
で
あ
り
、
復
旧
の
目
途
が
立
っ
て
お

19

り
ま
せ
ん
。
広
河
原
ま
で
の
開
通
で
あ
れ
ば
可
能
性
は
あ
っ
た
け
れ

ど
、
広
河
原
と
北
沢
峠
の
間
の
崩
落
箇
所
の
工
事
は
、
山
梨
県
の
単

費
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
規
模
で
あ
り
、
国
の
災
害
査
定
を
取
っ

て
い
ま
す
。
今
年
は
測
量
に
と
ど
ま
り
、
実
際
の
工
事
は
始
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
。
あ
と
数
年
か
か
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

私
（
清
水
）
も
長
年
こ
こ
地
元
の
山
小
屋
や
山
に
関
わ
っ
て
き
ま

し
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
被
害
が
あ
っ
た
の
は
、
昭
和

（
1
9

57

8
2
）
年
の
台
風

号
以
来
だ
と
思
い
ま
す
。
両
俣
小
屋
の
星
美
知

10

子
さ
ん
が
、
人
の
宿
泊
客
を
連
れ
て
避
難
し
た
、
あ
の
台
風
で
す
。

41

長
野
県
戸
台
か
ら
北
沢
峠
に
入
る
林
道
も
、
台
風

号
の
影
響
に

19

加
え
て
、
今
年
の
長
雨
で
も
崩
落
が
あ
り
ま
し
た
。
2
0
2
1
年
、

山
梨
県
側
が
広
河
原
ま
で
し
か
開
通
し
な
い
と
し
て
も
、
長
野
県
側

を
北
沢
峠
ま
で
開
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
北
沢
峠
周
辺
や
仙

丈
ヶ
岳
の
山
小
屋
を
開
業
す
る
後
押
し
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
働
き
手
や
経
済
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
。

清
水
、
竹
本

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
3
軒
に
つ
い
て
は
、
例
年
、

管
理
者
と
副
管
理
者
を
置
き
、
さ
ら
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
雇
っ
て
い
ま

す
。
2
0
2
0
年
は
長
年
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
ア
ル
バ
イ
ト
の

方
々
も
雇
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
管
理
者
と
副
管
理
者
は
、
シ
ー
ズ
ン

中
に
何
度
も
山
小
屋
を
往
復
し
、
登
山
道
や
水
場
の
確
認
、
施
設
の

管
理
維
持
、
来
年
の
準
備
を
し
ま
し
た
。
林
道
の
工
事
、
高
山
植
物

の
保
護
や
調
査
・
研
究
な
ど
の
方
々
も
入
山
し
ま
し
た
。
少
人
数
な

の
で
、
感
染
予
防
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
山

小
屋
に
宿
泊
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

52



鳳
凰
三
山
の
個
人
経
営
の
山
小
屋
の
多
く
も
、
例
年
よ
り
小
規
模

の
態
勢
で
臨
ん
で
い
ま
し
た
。

―
―
こ
の
周
辺
の
救
助
体
制
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
だ
さ
い
。

清
水
、
竹
本

基
本
的
に
警
察
と
消
防
が
救
助
に
当
た
り
ま
す
が
、

わ
れ
わ
れ
民
間
も
協
力
し
て
い
ま
す
。
2
0
0
0
年
に
立
ち
上
げ
た

「
大
久
保
基
金
の
会
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
北
岳
の
池
山
吊
尾

根
で
遭
難
死
し
た
大
久
保
泰
伸
さ
ん
を
偲
ん
で
、
彼
の
ご
家
族
か
ら

ご
寄
付
い
た
だ
い
た
資
金
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
作
っ
た
も
の
で
す
。
遭

難
救
助
だ
け
で
な
く
、
登
山
道
整
備
や
救
急
法
の
講
習
会
な
ど
安
全

登
山
に
関
す
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー
は
、
該
当
山
域
の

山
小
屋
、
地
元
南
ア
ル
プ
ス
市
の
ガ
イ
ド
だ
け
で
な
く
、
北
杜
市
な

ど
近
郊
の
市
に
住
む
ガ
イ
ド
達
も
協
力
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
昨
年

ま
で
私
が
会
長
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
各
山
小
屋
が
フ
ラ
ッ
ト
に

分
け
隔
て
な
く
関
わ
っ
て
く
れ
る
し
、
ガ
イ
ド
達
も
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
く
れ
る
の
で
、
心
強
い
で
す
。

来
年
の
遭
難
救
助
や
安
全
登
山
の
啓
蒙
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
の

こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

―
―
2
0
2
1
年
に
向
け
た
取
り
組
み
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

清
水
、
竹
本

当
ク
ラ
ブ
も
会
員
に
な
っ
て
い
る
南
ア
ル
プ
ス
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
が
環
境
省
の
「
国
立
・
国
定
公
園
へ
の
誘

客
の
推
進
事
業
」
の
補
助
事
業
に
採
択
さ
れ
、
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
時

代
の
登
山
ツ
ア
ー
に
お
け
る
山
小
屋
の
コ
ロ
ナ
対
策
を
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
た
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
を
、広
河
原
山
荘
で
行
な
い
ま
し
た
。

1
シ
ー
ズ
ン
休
業
し
ま
し
た
が
、
営
業
し
た
山
小
屋
か
ら
有
益
で
実

際
的
な
情
報
を
も
ら
う
こ
と
も
で
き
、
準
備
し
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
食
卓
の
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
頑
丈
な
も
の
も
良

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
倒
れ
て
食
事
が
ダ
メ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ケ
ー
ス
を
、
当
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
経
験
し
て
い
ま
す
。

が
っ
ち
り
と
テ
ー
ブ
ル
に
固
定
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
寝
室
の

パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
天
井
か
ら
床
ま
で
吊
っ
た
も
の
を
使
用
す
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
換
気
が
し
づ
ら
く
な
り
ま
す
。
カ
ー

テ
ン
は
清
掃
や
消
毒
が
難
し
い
で
す
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
と
、
天
井
よ

り
も
低
い
位
置
ま
で
の
つ
い
た
て
を
作
り
ま
し
た
。
感
染
予
防
を
最

優
先
さ
せ
る
べ
き
で
す
が
、
同
時
に
宿
泊
者
の
方
々
に
快
適
に
、
そ

し
て
安
心
し
て
過
ご
し
て
も
ら
い
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
登
山

者
目
線
を
忘
れ
ず
に
、
対
策
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
就
寝
ス

ペ
ー
ス
は
、
1
人
当
た
り
2
畳
使
用
し
て
も
ら
う
予
定
で
す
。

来
シ
ー
ズ
ン
の
前
に
、
実
地
の
練
習
が
で
き
た
こ
と
は
、
と
て
も

良
か
っ
た
で
す
。
南
ア
ル
プ
ス
の
山
岳
観
光
関
係
者
は
こ
う
い
っ
た

取
り
組
み
や
活
動
を
し
て
次
年
に
備
え
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
2
0

2
1
年
こ
そ
、
安
心
し
て
南
ア
ル
プ
ス
に
遊
び
に
来
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
。
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―
―
山
小
屋
の
予
約
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

清
水
、
竹
本

危
急
時
の
飛
び
込
み
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
的

に
は
予
約
制
が
望
ま
し
い
で
す
。
山
小
屋
も
街
の
宿
泊
施
設
同
様
に

予
約
が
必
要
だ
と
い
う
理
由
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
情
報
発
信
し

て
い
け
ば
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
話
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

北
岳
肩
ノ
小
屋
ま
で
登
っ
た
け
れ
ど
、
余
力
が
あ
る
か
ら
北
岳
山

荘
ま
で
歩
を
進
め
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
翌
日
の
間
ノ
岳
行
き
が
楽
に

な
る
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
、
そ
れ
は
計

画
段
階
で
熟
考
し
、
ど
ち
ら
に
宿
泊
す
る
の
が
良
い
か
決
め
て
も
ら

う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

ゆ
く
ゆ
く
は
山
域
全
体
で
予
約
受
付
を
一
本
化
す
る
シ
ス
テ
ム
を

作
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
ダ
ブ
ル
ブ
ッ
キ
ン
グ

や
キ
ャ
ン
セ
ル
も
減
り
ま
す
。
登
山
者
も
予
約
し
や
す
い
は
ず
で

す
。
そ
こ
に
交
通
手
段
の
予
約
も
入
れ
込
め
た
ら
、
さ
ら
に
良
い
で

す
。
そ
し
て
、
登
山
計
画
も
提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
不
備
が
あ
る

場
合
は
、
ア
ド
バ
イ
ス
も
で
き
ま
す
し
、
有
事
の
際
の
救
助
と
も
連

携
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

―
―
今
後
の
展
望
や
見
通
し
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

清
水
、
竹
本

予
約
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
山
域
だ
か
ら
こ
そ
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
指
定
管
理
を
す
る
の
が
南
ア
ル
プ
ス
市

で
あ
り
、大
久
保
基
金
の
会
な
ど
を
通
じ
て
横
の
連
携
が
あ
り
ま
す
。

予
約
シ
ス
テ
ム
に
と
ど
ま
ら
ず
、
山
域
全
体
で
、
コ
ロ
ナ
対
策
を
含

め
た
今
後
の
山
小
屋
運
営
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
南
ア
ル
プ
ス
市
の
協
力
も
必
要
で
あ
り
、

今
後
も
、
と
も
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

南
ア
ル
プ
ス
北
部
山
小
屋
連
絡
協
議
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
大
規
模
工
事
や
災
害
の
と
き
な
ど
に
集
ま
る
こ
と
が
多

か
っ
た
で
す
が
、
も
っ
と
積
極
的
に
繋
が
り
を
作
り
、
私
た
ち
が
目

指
し
て
い
る
も
の
を
、
南
ア
ル
プ
ス
北
部
、
さ
ら
に
は
南
ア
ル
プ
ス

全
域
へ
と
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
ら
良
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
の
2
0
2
0
年

い
ち
早
く
山
小
屋
を
再
開
し
た
、
八
ヶ
岳
観
光
協
会
会
長
・
浦
野

岳
孝
さ
ん
に
聞
く
。

―
―
全
国
の
山
小
屋
に
先
駆
け
、

月
か
ら
営
業
を
開
始
し
ま
し
た

6

ね
。

浦
野

高
山
植
物
が
美
し
い
6
月
は
、
八
ヶ
岳
に
と
っ
て
ハ
イ
シ
ー

ズ
ン
で
す
。
先
駆
け
る
に
は
苦
労
も
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
、「
営
業

す
る
」
と
い
う
意
思
を
持
っ
た
山
小
屋
が
複
数
あ
り
ま
し
た
の
で
、

始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

八
ヶ
岳
に
あ
る

の
山
小
屋
が
す
べ
て
、
八
ヶ
岳
観
光
協
会
に
所

33
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属
し
て
い
ま
す
。
山
小
屋
を
と
り
ま
く
自
然
環
境
、
経
営
形
態
、
山

小
屋
が
持
つ
カ
ラ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
日
頃
か
ら
、
情
報
や
意

見
の
交
換
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
広
報
活
動
で
も
互
い
に
協
力
し

合
い
、「
八
ヶ
岳
」
の
魅
力
を
発
信
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
考
え
や
方
針
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
根
っ
こ
の
と
こ
ろ
で
協

力
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
私
た
ち
の
山
域
の
強
み
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

今
回
も
年
明
け
ご
ろ
か
ら
情
報
交
換
を
始
め
、
そ
の
後
会
議
を
持

ち
、
休
業
や
そ
の
後
の
営
業
再
開
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
小
屋

が
決
断
す
る
材
料
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

結
果
的
に
、
6
月
1
日
か
ら
宿
泊
営
業
を
始
め
た
の
は

軒
、
売

11

店
や
テ
ン
ト
場
の
み
の
営
業
だ
っ
た
山
小
屋
や
休
業
を
決
め
た
山
小

屋
も
あ
り
ま
す
。

―
―
ど
ん
な
感
染
予
防
を
さ
れ
ま
し
た
か
。

浦
野

感
染
予
防
対
策
は
、
山
小
屋
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。

早
い
時
期
に
team
K
O
Iか
ら
「
登
山
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
の
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

山
小
屋
営
業
に
つ
い
て
」
と
い
う
書
面
で
の
提

案
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
全
山
小
屋
に
回
覧
し
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー

の
方
々
が
、
実
際
に
山
小
屋
を
訪
問
し
、
意
見
や
情
報
の
交
換
を
し

な
が
ら
、
一
緒
に
感
染
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
く
れ
た
こ
と
も
、
助

か
っ
て
い
ま
す
。
山
小
屋
ご
と
に
個
別
に
医
療
従
事
者
と
関
係
の
あ

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
方
々
か
ら
も
ご
意
見
や

指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

全
体
を
通
じ
て
共
通
し
て
い
る
対
策
は
、
定
員
を
減
ら
し
た
こ
と

と
完
全
予
約
に
し
た
こ
と
で
す
。
テ
ン
ト
場
は
予
約
不
要
も
あ
り
ま

し
た
が
、
山
小
屋
は
完
全
予
約
で
す
。

そ
の
ほ
か
の
具
体
的
な
対
策
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
た
と
え

ば
、
寝
室
に
つ
い
て
。
登
山
者
に
イ
ン
ナ
ー
シ
ー
ツ
な
ど
の
寝
具
の

持
参
を
求
め
た
山
小
屋
も
あ
れ
ば
、
不
織
布
で
布
団
や
枕
を
覆
っ
た

山
小
屋
、当
社
の
よ
う
に
シ
ー
ツ
や
布
団
カ
バ
ー
、枕
カ
バ
ー
と
い
っ

た
リ
ネ
ン
す
べ
て
を
毎
回
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し
た
山
小
屋
も
あ
り

ま
す
。
い
ず
れ
の
山
小
屋
で
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
寝
具
を
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
た
こ
と
で
す
。
一
度
使
っ
た
寝
具
は
、
次
の
宿
泊

客
が
使
う
ま
で
一
定
期
間
を
置
き
、
万
が
一
ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
て

い
て
も
そ
の
不
活
性
化
を
待
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
team

K
O
Iも
、
一
定
の
効
果
が
あ
る
と
お
勧
め
し
て
い
ま
し
た
ね
。
宿
泊

定
員
数
を
減
ら
し
、不
使
用
の
部
屋
や
ス
ペ
ー
ス
も
出
て
く
る
の
で
、

寝
具
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
ほ
と
ん
ど
の
山
小
屋
で
で
き
る
こ
と
で

し
た
。

―
―
登
山
者
の
様
子
は
い
か
が
で
し
た
か
。

浦
野

日
帰
り
登
山
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
宿
泊
へ
と
移
行
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
、
山
小
屋
に
泊
ま
る
の
が
怖
い
と
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い
っ
て
避
け
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
山
小

屋
は
定
員
を
大
幅
に
減
ら
し
た
の
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ

う
な
る
と
テ
ン
ト
や
日
帰
り
の
計
画
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
バ
ス
の
本
数
も
減
っ
た
の
で
、
マ
イ
カ
ー
登
山
が

増
え
ま
す
。
山
小
屋
や
公
共
交
通
機
関
と
い
っ
た
密
に
な
り
や
す
い

状
況
を
避
け
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
山
小
屋
に
宿
泊
し
た

く
て
も
難
し
か
っ
た
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

予
約
に
は
ほ
と
ん
ど
の
登
山
者
が
協
力
的
で
、
私
た
ち
も
助
か
り

ま
し
た
。
将
来
的
に
は
、
シ
ス
テ
ム
を
整
え
て
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
に
す

る
こ
と
も
考
え
た
い
で
す
ね
。

―
―
経
営
状
態
や
従
業
員
の
様
子
は
い
か
が
で
し
た
か
。

浦
野

4
〜
5
月
に
休
業
し
た
こ
と
と
、
定
員
数
を
減
ら
し
た
こ
と

だ
け
で
も
絶
対
的
に
厳
し
い
状
況
で
す
。
当
社
の
場
合
、
3
月
の
時

点
で
例
年
の
3
分
2
の
売
り
上
げ
で
し
た
。
八
ヶ
岳
全
体
で
見
る

と
、
良
か
っ
た
と
こ
ろ
で
例
年
の

％
、
厳
し
い
と
こ
ろ
で
は

％

30

10

ぐ
ら
い
ま
で
落
ち
込
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

雇
用
は
、
山
小
屋
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
当
社
の
場
合
、

従
業
員
の
雇
用
を
減
ら
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
赤
字
は
最

初
か
ら
わ
か
っ
て
い
て
、
赤
字
を
い
か
に
圧
縮
す
る
か
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
態
で
、

人
を
超
え
る
従
業
員
の
雇
用
を
そ
の
ま
ま

10

守
る
こ
と
は
、
経
営
者
と
し
て
言
え
ば
、
怖
か
っ
た
で
す
。
4
〜
5

月
は
雇
用
調
整
助
成
金
を
使
っ
て
勤
務
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

給
料
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
や
ボ
ー
ナ
ス
は
支
給
で
き
な
い
し
、
い
つ
ま

で
雇
用
で
き
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
会
社
を
辞
め
て
来
て

く
れ
た
人
も
い
ま
す
し
、
営
業
を
自
粛
す
る
か
ら
採
用
で
き
な
い
と

は
、
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
心
を
言
え
ば
、
首
の
皮
一
枚
で
繋
い

だ
感
じ
で
す
。

当
然
売
り
上
げ
だ
け
で
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
貯
蓄
を
食
い
つ
ぶ

す
、
公
的
支
援
を
受
け
る
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
ご
寄
付

を
い
た
だ
く
と
い
う
の
が
、
主
な
道
で
し
た
。

長
野
県
か
ら
の
公
的
資
金
は
、
4
〜
5
月
に
営
業
自
粛
し
た
こ
と

に
よ
り
、
1
事
業
者
当
た
り

万
円
の
山
小
屋
公
益
的
機
能
支
援
金

30

が
給
付
さ
れ
ま
し
た
。
何
軒
山
小
屋
を
持
っ
て
い
て
も
1
事
業
者
当

た
り
同
額
で
す
。
次
に
、
山
小
屋
1
軒
当
た
り

万
円
が
給
付
さ
れ

30

ま
し
た
。

ほ
か
に
、
市
町
村
別
に
支
援
金
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

茅
野
市
の
宿
泊
業
へ
の
支
援
金
は
、
宿
泊
定
員
数
に
応
じ
て
金
額
が

異
な
り
ま
す
が
、
硫
黄
岳
山
荘
の
場
合

万
円
で
し
た
。

30

山
と
溪
谷
社
の
「
山
小
屋
エ
イ
ド
基
金
」
と
ヤ
マ
ッ
プ
の
「
＃
山

小
屋
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
い
た

だ
い
た
山
小
屋
も
あ
り
ま
す
。
山
小
屋
に
愛
着
を
持
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
だ
な
ぁ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
て
、感
謝
し
ま
し
た
。
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と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
で
乗
り
切
れ
た
面
も
あ
り

ま
す
が
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
持
続
性
の
あ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
頼
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
、
カ
ン
フ
ル
剤
と
考
え
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
多
く
の
山
小
屋
が
こ
れ
ま
で
宿
泊
し
て
く
れ
た
登
山
者
の

皆
さ
ん
か
ら
直
接
ご
寄
付
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

気
持
ち
が
嬉
し
く
て
、
本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

―
―
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
の
問
題
も
あ
り
ま
す
ね
。

浦
野

公
共
性
の
あ
る
問
題
と
し
て
は
、
登
山
道
整
備
と
ト
イ
レ
が

あ
り
ま
す
。
八
ヶ
岳
の
場
合
、
い
ず
れ
も
八
ヶ
岳
観
光
協
会
が
行
政

に
申
請
し
、
行
政
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

登
山
道
整
備
の
場
合
、
資
材
は
行
政
が
提
供
、
現
場
で
働
く
の
は

山
小
屋
の
従
業
員
が
中
心
で
す
。
一
つ
の
山
小
屋
で
は
間
に
合
わ
な

い
場
合
も
あ
る
の
で
、周
辺
の
山
小
屋
が
手
伝
う
こ
と
も
多
い
で
す
。

技
術
的
に
難
し
く
な
る
と
、
工
事
自
体
を
外
注
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
登
山
道
に
水
が
た
ま
り
は
け
な
い
、
強
風
に
よ
る
倒
木
の
撤
去

と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
各
山
小
屋
が
日
常
的
に
や
っ
て
い
る
の

で
、
負
担
も
大
き
い
で
す
。
ア
ウ
ト
ド
ア
関
連
の
企
業
か
ら
資
金
的

援
助
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
行
政
の
支
援
は
と
て
も
あ

り
が
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
ま
か
な
い
き
れ
な
い

の
で
、
現
在
、
白
馬
山
荘
の
松
澤
貞
一
さ
ん
や
横
尾
山
荘
の
山
田
直

さ
ん
が
長
野
県
に
陳
情
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
、
追
従
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。

ト
イ
レ
の
整
備
も
同
様
で
す
ね
。
当
社
で
は
、
利
用
料
を
も
ら
う

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
金
銭
的
に
も
マ
ン
パ
ワ
ー
的
に
も
負
担
が

大
き
い
の
で
、
今
後
改
善
さ
れ
て
い
く
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
の
多
く
の
山
小
屋
が
利
用
し
て
い
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
会
社

に
つ
い
て
は
、「
将
来
的
に
こ
こ
ま
で
値
上
げ
し
た
い
」
と
い
う
、
複

数
年
に
わ
た
る
計
画
を
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
2
つ
の
ヘ
リ
ポ
ー
ト
か

ら
、

〜

軒
の
山
小
屋
に
ヘ
リ
を
飛
ば
し
て
い
ま
す
。
ヘ
リ
コ
プ

16

17

タ
ー
会
社
に
と
っ
て
、
山
小
屋
の
事
業
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
け
れ

ど
、
山
小
屋
に
と
っ
て
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
と
い
う
イ
ン
フ
ラ
は
い
ま
や

基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た
ら
、
死
活
問
題

で
す
。
長
い
目
で
見
て
ド
ロ
ー
ン
な
ど
の
技
術
進
化
に
も
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

―
―
2
0
2
1
年
の
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

浦
野

当
社
は
今
年
は
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
値
上
げ
を
決
め
て
お
り
ま

し
た
。
1
0
0
0
円
の
値
上
げ
で
事
足
り
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
値
上
げ
ば
か
り
し
て
い
て
も
お
客
様
が
離
れ
て
し
ま
う
。
ギ
リ

ギ
リ
の
と
こ
ろ
に
来
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

自
助
努
力
で
ど
こ
ま
で
や
る
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

コロナと登山、模索を続けた 2020 年

57



ま
す
。
コ
ロ
ナ
を
機
に
、登
山
者
の
意
識
も
変
わ
っ
て
き
た
な
か
で
、

山
小
屋
経
営
だ
け
で
な
く
、
登
山
道
整
備
や
環
境
保
全
、
救
急
医
療

対
応
も
求
め
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
に
つ
い
て
行
政
が
ど
う
考
え
る
か
、

ど
の
よ
う
に
交
渉
で
き
る
か
が
肝
心
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
の
山
小
屋
は
若
手
が
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
観
光
協

会
の
役
職
に
つ
き
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
八
ヶ
岳
全
体

の
こ
と
を
考
え
て
仕
事
を
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
信
頼
し
て
任
せ
ら

れ
る
次
世
代
も
育
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
皆
で
力
を
合
わ
せ
て
、

「
明
る
い
八
ヶ
岳
」
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

今
後
の
展
開

以
上
は
、
2
0
2
0
年
に
経
験
し
た
こ
と
の
一
部
を
ま
と
め
た
も

の
だ
。
ひ
と
り
の
登
山
者
で
も
あ
る
ラ
イ
タ
ー
が
経
験
し
た
こ
と
に

す
ぎ
な
い
。
多
く
の
方
々
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
お
か
げ
で
、
幅
広

い
内
容
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ど
、
日
本
全
国
を
見
渡

せ
ば
、
ご
く
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
、
2
0
2
1
年

月
半
ば
。

8

そ
の
間
に
何
が
あ
っ
た
か
、
幾
つ
か
記
し
た
い
。

ま
ず
は
、
昨
年
か
ら
続
け
て
い
る
team
K
O
Iの
山
小
屋
訪
問
に

つ
い
て
。
昨
年
、
多
く
の
山
小
屋
が
、
登
山
者
を
、
山
小
屋
を
、
山

小
屋
従
業
員
を
守
る
こ
と
で
精
一
杯
で
あ
り
、そ
の
方
策
も
手
探
り
、

試
行
錯
誤
だ
っ
た
。
し
か
し
2
年
目
を
迎
え
、
万
全
な
感
染
対
策
を

し
な
が
ら
も
、
本
来
的
な
と
こ
ろ
に
立
ち
返
り
、
登
山
者
が
よ
り
快

適
な
環
境
、
登
山
を
楽
し
め
る
環
境
を
作
り
出
す
努
力
を
し
て
い
る

山
小
屋
を
多
く
目
に
し
た
。
持
続
可
能
な
感
染
対
策
を
模
索
し
、
ま

た
、
従
業
員
達
の
負
担
が
少
し
で
も
減
る
よ
う
に
も
務
め
て
い
る
。

こ
の
1
年
で
、
接
触
感
染
の
リ
ス
ク
が
低
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

た
が
、
飛
沫
感
染
や
エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
は
依
然
と
し
て
高
く
、
恐
る

べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
た
と
え
ば
ハ
イ
タ
ッ
チ
サ
ー
フ
ェ
ス
の
消
毒

を
1
日
数
回
か
ら
1
回
程
度
に
留
め
る
と
か
、
寝
具
は
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
さ
せ
な
が
ら
使
用
す
る
こ
と
と
、
イ
ン
ナ
ー
シ
ュ
ラ
フ
も
し

く
は
不
織
布
の
使
い
捨
て
カ
バ
ー
の
併
用
に
留
め
る
な
ど
の
工
夫
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
主
流
だ
。
こ
れ
は
経
費
や
労
力
を
抑
え
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
警
戒
す
べ
き
点
を
強
化
で
き
る
。

一
方
で
、
飛
沫
感
染
や
エ
ア
ロ
ゾ
ル
感
染
の
対
策
を
強
化
し
、
換

気
設
備
の
一
層
の
充
実
化
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
Ｃ
Ｏ
2

モ
ニ
タ
ー
の
設
置
は
、
山
小
屋
側
だ
け
で
な
く
、
宿
泊
者
に
も
換
気

の
状
態
が
わ
か
る
点
が
安
心
で
あ
り
、
こ
れ
も
山
小
屋
側
の
配
慮
だ

と
、
あ
り
が
た
く
確
認
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
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今
年
か
ら
営
業
再
開
し
た
山
小
屋
も
あ
る
。
昨
年
は
全
ル
ー
ト
の

山
小
屋
が
休
業
し
た
富
士
山
に
つ
い
て
も
、
静
岡
・
山
梨
両
県
が
富

士
登
山
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
、
全
館
が
再
開
し
た
。
な

か
に
は
、
昨
年
の
う
ち
に
感
染
対
策
の
工
事
を
進
め
て
い
た
山
小
屋

も
あ
る
。

し
か
し
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
ど
の
山
小
屋
も
経
営
不
振
だ
。
富

士
山
に
つ
い
て
は
、お
盆
の
こ
ろ
の
悪
天
も
影
響
し
て
い
る
た
め
か
、

2
0
1
9
年
の
予
約
状
況
の
3
割
に
も
満
た
な
い
と
い
う
状
況
だ
と

い
う
。

ま
た
、
南
ア
ル
プ
ス
南
部
に
つ
い
て
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
ほ

と
ん
ど
の
山
小
屋
が
休
業
し
て
い
る
。
昨
年
と
異
な
る
の
は
、
水
場

と
ト
イ
レ
の
環
境
を
整
え
テ
ン
ト
場
を
開
放
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
山

小
屋
の
一
部
を
避
難
小
屋
扱
い
と
し
て
開
放
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
点
だ
。

さ
ら
に
直
近
で
入
っ
た
連
絡
に
よ
る
と
、
山
梨
県
が
8
月

日
か

20

ら
9
月

日
の
期
間
で
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ま
ん
延

12

防
止
等
重
点
措
置
」
の
区
域
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
南
ア
ル
プ
ス

市
の
指
定
管
理
受
託
制
度
を
受
け
て
い
る
山
小
屋
が
、
こ
の
期
間
は

休
業
と
な
っ
た
。
今
後
の
感
染
状
況
次
第
で
先
行
は
不
透
明
で
あ

り
、
ま
た
、
ほ
か
の
行
政
区
域
や
他
県
の
山
小
屋
に
つ
い
て
も
動
向

が
注
目
さ
れ
る
。
現
在
は
「
第
5
波
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後

も
感
染
拡
大
の
波
を
受
け
て
山
小
屋
の
休
業
は
起
こ
り
得
る
こ
と
だ

ろ
う
。

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
の
は
山
小
屋
だ
け
で
は
な
い
。
登
山
ツ

ア
ー
を
扱
う
旅
行
会
社
、
登
山
・
山
岳
ガ
イ
ド
達
も
同
様
だ
。
ガ
イ

ド
に
つ
い
て
は
、
公
益
社
団
法
人
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
が
、
所
属

ガ
イ
ド
達
に
向
け
て
、
感
染
状
況
を
ク
ラ
ス
分
け
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
に
応
じ
た
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
指
針
を
出
し
て
い
る
。
ま

た
、
環
境
省
の
補
正
予
算
を
使
っ
た
事
業
の
提
案
や
、
ガ
イ
ド
業
の

環
境
を
整
え
る
た
め
に
行
政
へ
の
陳
情
な
ど
も
行
な
っ
て
い
る
。

感
染
状
況
の
段
階
に
よ
る
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
の
指
針
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
一
般
公
開
さ
れ
て
お
り
、
登
山
者
が
読
ん
で
も
役
に
立
ち

参
考
に
な
る
内
容
だ
。

ほ
か
に
も
、
力
強
い
動
き
が
あ
る
。

南
信
州
山
岳
文
化
伝
承
の
会
は
、
信
州
側
か
ら
光
岳
に
登
山
す
る

環
境
を
整
え
た
。
こ
れ
は
、
登
山
家
の
大
蔵
喜
福
や
、
長
野
県
が
他

県
に
先
駆
け
「
信
州
山
の
グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
作
っ
た
と
き
の
立

役
者
で
あ
る
原
一
樹
ら
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
っ
て
い
る
も
の
だ
。

南
ア
ル
プ
ス
南
部
は
、
テ
ン
ト
場
が
開
放
さ
れ
た
と
は
い
え
、
静

岡
県
側
の
林
道
を
走
る
バ
ス
が
運
休
し
て
い
る
た
め
、
週
末
な
ど
休

コロナと登山、模索を続けた 2020 年

59



暇
の
限
ら
れ
た
登
山
者
が
入
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
、
南
信
州
山

岳
文
化
伝
承
の
会
が
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
ば
、
信
州
側
か
ら
2

泊
3
日
程
度
で
光
岳
を
登
る
こ
と
が
で
き
る
。

易
老
度
か
ら
入
山
し
、
面
平
に
あ
る
飯
田
市
の
土
地
を
借
用
し
た

テ
ン
ト
場
で
1
泊
。
こ
こ
に
は
常
設
の
テ
ン
ト
と
ト
イ
レ
用
テ
ン
ト

が
あ
り
、コ
ン
ロ
な
ど
の
炊
事
用
装
備
も
デ
ポ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

ト
イ
レ
用
テ
ン
ト
は
、
な
か
に
便
座
型
の
椅
子
が
あ
る
。
こ
こ
に
各

自
が
専
用
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
セ
ッ
ト
し
、
排
便
後
は
、
糞
便
を
持
ち

帰
る
。
食
糧
や
燃
料
は
当
人
た
ち
が
荷
揚
げ
し
、ゴ
ミ
は
持
ち
帰
る
。

コ
ロ
ナ
感
染
対
策
を
考
え
、
寝
袋
は
持
参
し
、
テ
ン
ト
は

人
ひ
と

1

張
り
使
用
す
る
。
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま
で
大
蔵
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
ア
ラ

ス
カ
で
展
開
し
て
き
た
登
山
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
同
じ
仕
様
だ
。

山
麓
で
は
、
遠
山
森
林
鉄
道
の
軌
道
跡
を
使
っ
た
ト
レ
イ
ル
を
歩

き
、
か
つ
て
の
遠
山
郷
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知
る
機
会
に
も
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
南
ア
ル
プ
ス
は
年
間
4
㎜
隆
起
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
や
、
近
年
の
集
中
豪
雨
に
よ
り
林
道
を
維
持
す
る
の
が
大
変
に

な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
林
道
閉
鎖
に
な
っ
た
と
き
の
た
め

に
、
徒
歩
用
の
巻
き
道
を
造
ろ
う
と
、
登
山
道
も
開
拓
し
た
。

林
道
が
閉
鎖
に
な
れ
ば
、
登
山
道
や
森
林
鉄
道
軌
道
跡
の
ト
レ
イ

ル
を
歩
け
ば
よ
い
。
山
小
屋
と
い
う
「
箱
も
の
」
に
頼
ら
ず
、
自
分

た
ち
で
キ
ャ
ン
プ
す
れ
ば
よ
い
。
そ
う
や
っ
て
山
に
向
か
っ
て
み
よ

う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
大
蔵
ら
か
ら
の
提
案
だ
。

驚
い
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
こ
の
計
画
を
立
て
、
準
備
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
麓
の
文
化
や
暮
ら
し
と
山
深
い
南
ア

ル
プ
ス
南
部
の
自
然
を
、
外
国
人
に
も
知
っ
て
も
ら
お
う
と
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
を
見
込
ん
だ
試
み
だ
っ
た
と
い
う
。
外
国
人
の
来
日
は
ほ
と

ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、
何
か
に
頼
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
足
で
歩
く

と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
合
致
し
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
登
山
本
来
の
姿
で
も
あ
る
。

前
述
の
山
田
直
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
あ
っ
た
登
山
道
整
備
に
つ
い

て
は
、
今
年
秋
に
大
き
な
一
歩
が
踏
み
出
せ
そ
う
だ
。

北
ア
ル
プ
ス
登
山
道
等
維
持
連
絡
協
議
会
が
中
心
と
な
り
、
北
ア

ル
プ
ス
南
部
の
山
々
を
登
山
す
る
人
た
ち
に
向
け
て
、
登
山
道
整
備

の
た
め
の
協
力
金
を
仰
ぐ
実
証
実
験
が
行
な
わ
れ
る
。
具
体
的
に

は
、
燕
岳
以
南
の
北
ア
ル
プ
ス
の
長
野
県
側
の
登
山
道
を
歩
く
登
山

者
に
向
け
て
、
一
口
5
0
0
円
程
度
の
協
力
金
を
お
願
い
す
る
予
定

だ
。
9
月
中
旬
か
ら
1
ヶ
月
間
の
実
証
実
験
を
経
て
、
来
シ
ー
ズ
ン

以
降
に
本
格
始
動
す
る
。

エ
リ
ア
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
課
題
も
あ
る
が
、
ま
ず
は

北
ア
ル
プ
ス
南
部
か
ら
始
め
て
、今
後
の
展
開
を
考
え
た
い
と
い
う
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
拡
大
し
た
こ
と
は
、
登
山
社
会
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
い
く
つ
か
は
、
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
潜
在
し
て
い
た

問
題
で
も
あ
る
。
事
業
者
や
山
岳
団
体
、
行
政
は
、
登
山
者
を
巻
き

込
み
な
が
ら
、
登
山
の
環
境
を
維
持
し
、
継
承
し
て
い
く
責
務
も
あ

る
。
い
ま
こ
そ
、
横
の
繋
が
り
を
持
つ
べ
き
と
き
だ
ろ
う
。

登
山
者
が
で
き
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
と
て
も
小
さ
な
一
例

で
あ
る
が
、
使
用
済
み
の
不
織
布
や
空
き
缶
は
自
分
で
持
ち
帰
る
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
燃
料
高
騰
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か

し
、
自
分
が
使
っ
た
も
の
は
自
分
で
持
ち
帰
る
の
は
、
登
山
の
基
本

だ
。
そ
ん
な
登
山
の
基
本
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
思
い
起
こ
し
て
い
き
た

い
。現

在
は
、
第
5
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
幾
回
も
の

波
が
繰
り
返
し
押
し
寄
せ
な
が
ら
収
束
へ
と
向
か
う
の
か
。
す
で
に

災
害
時
の
状
態
に
あ
る
医
療
現
場
は
こ
の
先
い
つ
ま
で
保
っ
て
い
ら

れ
る
の
か
。
ま
っ
た
く
先
が
見
通
せ
な
く
な
っ
て
き
た
。

い
ま
こ
そ
、
登
山
者
が
自
分
自
身
の
登
山
の
あ
り
方
を
考
え
る
と

き
で
も
あ
る
と
思
う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
付
き
合
い
は
、

ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
だ
。

〈
注
〉
本
稿
は
『
山
小
屋
と
コ
ロ
ナ
禍
』（
山
と
溪
谷
社
刊
）
に
寄
稿
し
た

も
の
を
、
加
筆
修
正
し
た
。
各
人
の
肩
書
き
は
当
時
の
も
の
。「
山
小
屋

訪
問
の
実
際
」
の
項
は
、
医
師
の
稲
垣
泰
斗
の
筆
に
よ
る
。

写
真
提
供
＝
高
橋
郁
子
・『
ラ
ン
ド
ネ
』
①
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
芦
安

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
②
、
中
野
淳
平
(赤
岳
鉱
泉
・
行
者
小
屋
）
③
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記
録



1
2
0
周
年
記
念
事
業

｢グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
｣の
幕
開
け

重
廣
恒
夫

実
施
に
あ
た
っ
て

「
雪
の
棲
み
家
」
を
意
味
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
、
古
く
か
ら
人
類
の
知

識
の
地
理
的
空
白
を
埋
め
る
探
検
時
代
を
経
て
、

世
紀
初
め
に
は

20

地
球
上
最
高
所
の
山
々
―
8
0
0
0
ｍ
を
超
え
る
山
々
―
へ
の
挑
戦

が
始
ま
っ
た
。
1
9
5
0
年
に
な
っ
て
人
類
最
初
の
8
0
0
0
ｍ
峰

ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
が
フ
ラ
ン
ス
隊
に
よ
っ
て
登
ら
れ
て
以
降
、
1
9
5

3
年
の
世
界
最
高
峰
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し

て
、

座
の
巨
峰
は
1
9
6
4
年
ま
で
に
す
べ
て
登
ら
れ
た
。

14
日
本
山
岳
会
に
お
い
て
も
、
1
9
5
6
（
昭
和

）
年
の
マ
ナ
ス

31

ル
（
8
1
6
3
ｍ
）
初
登
頂
を
嚆
矢
と
し
て
、
多
く
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

高
峰
に
挑
戦
し
て
き
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
代
に
あ
っ
て

は
一
つ
の
頂
が
登
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
登
山
行
為
の
終
焉
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ル
ー
ト
を
変
え
、
登
り
方
を
変
え
、
季
節

を
変
え
、
登
山
家
た
ち
は
す
で
に
登
ら
れ
た
頂
に
対
し
て
も
、
果
敢

に
挑
戦
す
べ
き
課
題
を
見
出
し
て
き
た
。

（
昭
和

）
年
エ
ベ
レ
ス
ト
（
8
8
4
8
ｍ
）
登
頂
、
マ
カ
ル
ー

70

45

（
8
4
6
3
ｍ
）
南
東
稜
初
登
攀
、
（
昭
和

）
年
「
日
本
山
岳
会

76

51

創
立

周
年
記
念
」
の
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
（
東
峰
7
4
3
4
ｍ
〜
西

70

峰
7
8
1
6
ｍ
）
縦
走
、

（
昭
和

）
年
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
（
8
8

80

55

4
8
ｍ
）
北
東
稜
登
頂
・
北
壁
初
登
攀
、

（
昭
和

）
年
「
創
立

84

60

周
年
記
念
」
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
（
南
峰
8
4
9
1
ｍ
〜
中

80央
峰
8
4
7
8
ｍ
）
縦
走
に
主
峰
（
8
5
9
8
ｍ
）
登
頂
、

（
昭

88

和

）
年
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
・
サ
ガ
ル
マ
ー
タ
（
エ
ベ
レ
ス
ト
8
8
4

63
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8
ｍ
）
交
差
縦
走
、

（
平
成

）
ナ
ム
チ
ャ
バ
ル
ワ
（
7
7
8
2

92

4

ｍ
）
初
登
頂
、

（
平
成
7
）
年
「
創
立

周
年
記
念
」
マ
カ
ル
ー

95

90

（
8
4
6
3
ｍ
）
東
稜
初
登
攀
、
（
平
成
8
）
年
Ｋ
2
南
南
東
リ
ブ

96

よ
り
の
大
量
登
頂
、

（
平
成

）
年
Ｋ
2
西
稜
〜
上
部
西
壁
初
登

97

9

攀
、
（
平
成

）
年
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
主
峰
（
8
5
9
8
ｍ
）

98

10

北
西
壁
〜
北
稜
無
酸
素
、2
0
0
2（（
平
成

）年
パ
ド
マ
ナ
ブ（
7

14

0
3
0
ｍ
）
初
登
頂
、

（
平
成

）
年
パ
チ
ュ
ム
ハ
ム
（
6
1
2

04

16

3
ｍ
）・
ギ
ャ
ン
ゾ
ン
カ
ン
（
6
1
2
3
ｍ
）
の
初
登
頂
、
（
平
成

06

）
年
ロ
ー
ツ
ェ
（
8
5
1
6
ｍ
）
南
壁
初
完
登
、

（
平
成

）

18

16

28

年
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅱ
峰
（
6
2
0
9
ｍ
）
初
登
頂
な
ど
で
あ
る
。

グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
は
、
2
0
2
5
年
に
創
立

1
2
0
周
年
を
迎
え
る
日
本
山
岳
会
の
、
こ
れ
ま
で
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登

山
の
足
跡
を
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
か
ら
Ｋ
2
ま
で
の
5
0
0
0
㎞

を
辿
り
、
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
模
索
す
る
「
温
故

知
新
」
の
山
旅
で
あ
る
。

目
的
は
、
以
下
の
と
お
り
。

①
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
域
の
変
遷
（
初
登
頂
時
代
と
の
生
活
と
環
境
の
変

化
）
調
査

②
探
検
的
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
に
よ
る
未
踏
峰
・
未
踏
ル
ー
ト
登
山
の

実
施

③
1
枚
の
地
図
か
ら
、
夢
を
描
き
・
計
画
を
作
り
・
実
行
す
る
探

究
精
神
を
、
5
0
0
0
㎞
に
も
及
ぶ
長
大
な
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
横

断
と
い
う
踏
査
を
通
じ
て
次
代
に
伝
承
す
る

踏
査
計
画
は
、
い
く
つ
か
の
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
た
。

第
Ⅰ
期
（
2
0
2
0
年
春
〜
2
0
2
2
年
秋
）
ネ
パ
ー
ル
国
内

第
Ⅱ
期
（
2
0
2
3
春
〜
2
0
2
4
年
秋
）
イ
ン
ド
国
内

第
Ⅲ
期
（
2
0
2
5
年
春
〜
秋
）
パ
キ
ス
タ
ン
国
内

ネ
パ
ー
ル
国
内
踏
査
コ
ー
ス
と
し
て
、

2
0
2
0
年
プ
レ
・
モ
ン
ス
ー
ン

ス
テ
ー
ジ
Ⅰ
：
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
南
北
Ｂ
Ｃ
〜
グ
ン
サ
〜
パ

ブ
ク
カ
ン
（
6
2
4
4
ｍ
）
〜
オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ

2
0
2
0
年
ポ
ス
ト
・
モ
ン
ス
ー
ン

ス
テ
ー
ジ
Ⅱ
：
オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ
〜
テ
ィ
プ
タ
・
ラ
往
復
〜

ル
ン
バ
サ
ン
バ
山
群
〜
ク
ー
ン
ブ
山
群

2
0
2
1
年
プ
レ
・
モ
ン
ス
ー
ン

ス
テ
ー
ジ
Ⅲ
：
ロ
ー
ル
ワ
リ
ン
山
群
〜
ジ
ュ
ガ
ー
ル
山
群
〜
ラ
ン

タ
ン
山
群

2
0
2
1
年
ポ
ス
ト
・
モ
ン
ス
ー
ン

ス
テ
ー
ジ
Ⅳ
：
ガ
ネ
ッ
シ
ュ
山
群
〜
マ
ナ
ス
ル
山
群
〜
ア
ン
ナ
プ

ル
ナ
山
群
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2
0
2
2
年
プ
レ
・
モ
ン
ス
ー
ン

ス
テ
ー
ジ
Ⅴ
：
カ
ン
ジ
ロ
バ
山
群

2
0
2
2
年
ポ
ス
ト
・
モ
ン
ス
ー
ン

ス
テ
ー
ジ
Ⅵ
：
ア
ピ
・
サ
イ
パ
ル
山
群

ス
テ
ー
ジ
Ⅰ

2
0
2
0
年
プ
レ
・
モ
ン
ス
ー
ン

1
：
隊
の
名
称

日
本
山
岳
会
東
ネ
パ
ー
ル
登
山
隊
2
0
2
0

East
N
epalExpedition
ofT
he
Japanese

A
lpine
Club
2020

2
：
派
遣
母
体

(公
益
社
団
法
人
）
日
本
山
岳
会

3
：
目

的

グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
レ
イ
ル

カ
ン
チ
ェ

ン
ジ
ュ
ン
ガ
・
エ
リ
ア
踏
査
お
よ
び
ネ
パ
ー

ル
・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
上
の
PabukK
ang（
6
2

4
4
ｍ
）
登
頂

4
：
期

間

2
0
2
0
年
3
月
初
旬
〜
4
月
中
旬

5
：
メ
ン
バ
ー
お
よ
び
事
務
局

重
廣
恒
夫
（

7
9
3
1
）
1
9
4
7
年

月

日
（

歳
）

10

11

72

松
田
宏
也
（
1
1
7
4
8
）
1
9
5
5
年

月

日
（

歳
）

12

28

64

吉
井

修
（
1
2
3
4
2
）
1
9
6
1
年

月

日
（

歳
）

3

4

58

事
務
局

伊
丹
紹
泰
（
7
4
9
0
）

66
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カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
の
探
検
・
登
山
の
歴
史

探
検
と
登
山

ネ
パ
ー
ル
北
東
部
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
は
、
西
の
ア
ル
ン

川
と
東
の
テ
ィ
ー
ス
タ
川
の
間
に
あ
り
、
ネ
パ
ー
ル
側
の
ア
ル
ン
川

支
流
の
タ
ム
ー
ル
川
の
源
頭
に
あ
る
山
々
で
あ
る
。

外
国
人
で
初
め
て
こ
の
山
群
に
近
づ
い
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
植

物
学
者
ジ
ョ
セ
フ
・
ダ
ル
ト
ン
・
フ
ー
カ
ー
で
、
1
8
4
8
（
嘉
永

元
）
年
か
ら
2
年
間
に
わ
た
っ
て
シ
ッ
キ
ム
や
ネ
パ
ー
ル
東
部
地
域

の
植
生
な
ど
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
ネ
パ
ー
ル
北
東
部
へ
は
、
ダ
ー

ジ
リ
ン
か
ら
イ
ラ
ム
を
経
由
し
て
タ
ム
ー
ル
川
を
遡
り
、
ヤ
ン
マ
ま

で
到
達
し
た
後
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
氷
河
や
ヤ
ル
ン
氷
河
に
回

り
、
シ
ン
ガ
リ
ラ
尾
根
を
越
え
て
ダ
ー
ジ
リ
ン
に
戻
っ
て
い
る
。
帰

国
後
、
上
下
2
巻
の
一
般
向
け
紀
行
『
H
im
alayan
Journals』（
1

8
5
4
年
、
邦
訳
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
紀
行
』
薬
師
義
美
訳
・
白
水
社
・
1

9
7
9
年
）
を
公
刊
し
た
。

1
8
7
1
（
明
治
4
）
年
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
（
イ

ギ
リ
ス
の
た
め
に
イ
ン
ド
の
北
方
地
域
で
の
探
検
・
踏
査
に
従
事
し

た
現
地
出
身
者
）
の
一
人
で
あ
る
ハ
リ
・
ラ
ム
が
ダ
ー
ジ
リ
ン
か
ら

シ
ン
ガ
リ
ラ
尾
根
を
越
え
、
部
分
的
に
は
1
8
4
8
年
に
フ
ー
カ
ー

が
通
っ
た
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
タ
ム
ー
ル
川
の
源
流
に
至
り
、
テ
ィ
プ

タ
・
ラ
を
越
え
て
チ
ベ
ッ
ト
入
り
し
、
エ
ベ
レ
ス
ト
山
群
の
探
査
を

行
な
っ
た
。

1
8
7
9
（
明
治

）
年
、
イ
ン
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
学
者
の
サ
ラ
ト
・

12

チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ダ
ス
（
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
で
も
あ
っ
た
）
は
鎖
国
中
に

2
度
入
蔵
し
た
が
、
1
度
目
の
時
に
タ
ム
ー
ル
川
上
流
の
ヤ
ン
マ
谷

か
ら
カ
ン
・
ラ
（
5
7
5
2
ｍ
）
を
越
え
て
チ
ベ
ッ
ト
に
抜
け
て
い

る
。
ダ
ス
師
は
河
口
慧
海
の
入
蔵
を
手
助
け
し
た
人
物
で
も
あ
り
、

1
9
1
5
（
大
正
4
）
年
、
慧
海
師
の
帰
国
に
同
伴
し
て
来
日
し
、

神
戸
に
上
陸
し
て
い
る
。

1
8
9
9（
明
治

）年
に
は
ダ
グ
ラ
ス
・
Ｗ
・
フ
レ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー

32

ル
ド
が
7
週
間
か
け
て
踏
査
を
行
な
っ
た
。
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ

山
麓
一
周
の
記
録
『
Round
K
angchenjunga』（
1
9
0
3
年
、
邦

訳
『
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
一
周
』
薬
師
義
美
訳
・
あ
か
ね
書
房
・

1
9
6
8
年
）
は
探
検
記
と
し
て
、
そ
の
後
に
こ
の
地
域
に
入
っ
た

探
検
家
・
登
山
家
の
必
携
の
書
と
な
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
学
の
原
点
と
さ

れ
て
い
る
。
フ
レ
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
1
9
1
3
（
大
正
2
）
年

に
来
日
、
島
々
谷
よ
り
徳
本
峠
を
越
え
上
高
地
に
入
っ
て
い
る
。
下

山
後
は
日
本
山
岳
会
の
有
志
歓
迎
会
に
招
か
れ
、
そ
の
後
亡
く
な
る

ま
で
交
流
が
続
い
た
そ
う
で
あ
る
。

イ
ン
ド
平
原
か
ら
目
立
つ
山
群
だ
け
に
、
登
山
の
歴
史
も
8
0
0

0
ｍ
峰
で
は
古
く
、1
8
9
5
年
の
マ
マ
リ
ー
の
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
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ト
試
登
、
1
9
0
2
年
の
国
際
隊
に
よ
る
Ｋ
2
北
東
稜
試
登
に
次
い

で
3
番
目
で
あ
る
。

1
9
0
5（
明
治

）年
秋
、5
人
の
国
際
隊（
Ｊ
．ジ
ャ
コ
・
ギ
ャ

38

ル
モ
隊
長
）が
ヤ
ル
ン
氷
河
か
ら
6
3
0
0
ｍ
ま
で
登
っ
た
。
（
昭
29

和
4
）
年
、
Ｐ
．バ
ウ
ア
ー
を
隊
長
に
8
人
の
ド
イ
ツ
隊
が
シ
ッ
キ
ム

側
の
ゼ
ム
氷
河
か
ら
北
東
支
稜
を
7
2
0
0
ｍ
ま
で
登
っ
た
。
30

（
昭
和
5
）
年
、
Ｇ
．Ｏ
．デ
ィ
レ
ン
フ
ル
ト
が
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
の

人
か
ら
な
る
隊
を
編
成
、
カ
ン
チ
ェ

11

ン
ジ
ュ
ン
ガ
氷
河
か
ら
挑
ん
だ
が
雪
崩
事
故
で
断
念
、
ジ
ョ
ン
サ

ン
・
ピ
ー
ク
（
7
4
8
3
ｍ
）
に
登
頂
し
た
。

（
昭
和
6
）
年
再

31

び
バ
ウ
ア
ー
隊
が
9
人
の
メ
ン
バ
ー
で
北
東
支
稜
か
ら
7
7
5
0
ｍ

に
到
達
し
た
が
撤
退
。
そ
の
後

年
、

年
、

年
と
ヤ
ル
ン
側
か

51

53

54

ら
登
路
が
探
ら
れ
、
（
昭
和

）
年
イ
ギ
リ
ス
隊
（
Ｃ
．エ
バ
ン
ス

55

30

隊
長
）
が
ヤ
ル
ン
氷
河
ル
ー
ト
か
ら
登
頂
に
成
功
し
た
。
最
初
の
挑

戦
か
ら
初
登
頂
ま
で
実
に
半
世
紀
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に

8
0
0
0
ｍ
峰
で
は
6
番
目
に
登
頂
さ
れ
た
。
し
か
し
、
以
降
ネ

パ
ー
ル
政
府
は
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
の
登
山
許
可
を
出
さ
な
か
っ

た
が
、

（
昭
和

）
年
に
再
び
解
禁
さ
れ
た
。
シ
ッ
キ
ム
側
も
イ

77

52

ン
ド
の
独
立
以
来
入
山
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
同
時
期
に
解
禁
と

な
り
、
そ
の
後
多
く
の
登
山
隊
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
人
の
足
跡

こ
の
ネ
パ
ー
ル
北
東
隅
に
入
っ
た
最
初
の
日
本
人
は
、
1
9
1
2

（
大
正
元
）
年
、
西
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
青
木
文
教
（
1
8
8
6

〜
1
9
5
6
）
で
あ
る
。
青
木
は
9
月
9
日
に
ダ
ー
ジ
リ
ン
を
出
発

し
、

日
に
イ
ラ
ム
に
入
り
、

日
タ
プ
ラ
ン
ゾ
ン
、
現
在
の
カ
ン

10

15

チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
・
エ
リ
ア
の
登
山
基
地
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
（
1
8
2

0
ｍ
）を
通
過
し
て
、タ
ム
ー
ル
川
を
北
上
し

日
ウ
ル
ン
ゾ
ン（
ワ

18

ル
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ
＝
現
在
の
オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ

3
1
9
1

ｍ
）
に
到
着
し
た
。

日
ウ
ル
ン
ゾ
ン
を
出
発
し
、
テ
ィ
プ
タ
・
ラ

21

（
5
0
9
5
ｍ
）
を
越
え
て
チ
ベ
ッ
ト
領
内
最
初
の
集
落
タ
シ
ラ
カ

に
到
着
し
て
い
る
。
最
初
に
ダ
ー
ジ
リ
ン
に
入
っ
て
か
ら
3
年
が
経

過
し
て
い
た
。

世
界
第
3
位
の
高
峰
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
は
、
ネ
パ
ー
ル
と
イ

ン
ド
の
シ
ッ
キ
ム
州
の
国
境
に
聳
え
る
山
で
、「
五
つ
の
宝
庫
を
持

つ
偉
大
な
雪
山
」
と
し
て
、
南
峰
、
中
央
峰
、
主
峰
、
西
峰
（
ヤ
ル

ン
・
カ
ン
）、
カ
ン
バ
チ
ェ
ン
と
5
座
を
連
ね
る
巨
峰
で
あ
る
。
イ
ン

ド
の
避
暑
地
ダ
ー
ジ
リ
ン
か
ら
遠
望
で
き
る
た
め
、
古
く
か
ら
多
く

の
人
達
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。
ま
た
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
か
ら

㎞
と

75

近
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
日
本
人
の
目
に
も
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
日
本
人
画
家
・
石
崎
光
瑶
（
1
8
8
4
〜
1
9
4
7
）
は
（
大
16

正
5
）
年
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
か
ら
シ
ッ
キ
ム
に
入
り
、
サ
ン
ダ
ク
プ
ー

68



ま
で
足
を
延
ば
し
て
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
を
遠
望
し
て
い

る
。
日
本
山
岳
会
会
員
だ
っ
た
石
崎
は
、

（
明
治

）
年
に
剱
岳

09

42

に
登
頂
し
て
い
る
。
ま
た
、
画
家
で
は
吉
田
博
（
1
8
7
6
〜
1
9

5
0
）
が

（
昭
和
5
）
年
に
ダ
ー
ジ
リ
ン
を
訪
れ
、
い
ず
れ
も
が

30

ヒ
マ
ラ
ヤ
や
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
を
題
材
に
し
た
絵
や
版
画
を
制

作
し
て
い
る
。

登
山
を
目
的
と
し
て
こ
の
地
域
に
入
っ
た
の
は
、
留
学
先
の
ド
イ

ツ
を
足
場
に
ベ
ル
ナ
ー
・
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ト
の
山
岳
地
帯
や
チ
ロ

ル
・
ア
ル
プ
ス
を
歩
い
て
い
た
慶
応
義
塾
大
学
山
岳
部
の
初
代
部
長

鹿
子
木
員
信（
1
8
8
4
〜
1
9
4
9
）で
あ
る
。
鹿
子
木
は
（
大
18

正
7
）
年
に
ダ
ー
ジ
リ
ン
か
ら
シ
ッ
キ
ム
に
入
り
、
ゴ
チ
ャ
・
ラ
を

越
え
て
タ
ル
ン
氷
河
に
達
し
、
帰
路
、
黒
カ
ブ
ア
（
カ
ブ
ー
ル
4
8

1
0
ｍ
）
に
初
登
頂
し
た
。
日
本
人
に
よ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
先
駆

者
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
研
究
者
青
木
文
教
が
タ
ム
ー
ル
川
流
域
に
入
域
し
て
か

ら
半
世
紀
後
の

（
昭
和

）
年
、
大
阪
市
立
大
学
東
北
ネ
パ
ー
ル

62

37

学
術
調
査
隊
（
中
尾
佐
助
隊
長
）
が
足
を
踏
み
入
れ
、
ヌ
プ
チ
ュ
ー

（
6
0
4
4
ｍ
）
の
初
登
頂
の
み
な
ら
ず
、
植
物
・
昆
虫
の
調
査
を
行

な
っ
て
い
る
。
翌
年
に
は
3
つ
の
隊
が
ヤ
ン
マ
谷
に
入
っ
て
い
る
。

（
昭
和

）
年
に
は
東
京
農
業
大
学
東
部
ネ
パ
ー
ル
学
術
隊
が
、

63

38

パ
ブ
ク
・
コ
ー
ラ
の
山
岳
地
帯
を
中
心
と
す
る
概
念
図
を
完
成
さ
せ

て
い
る
。
こ
れ
は
前
年

年
と

年
に
分
け
て
行
な
わ
れ
た
遠
征
の

62

63

一
部
で
あ
り
、
前
年

年
の
第
1
次
隊
（
栗
田
匡
一
隊
長
）
の
向
後

62

元
彦
隊
員
（『
一
人
ぼ
っ
ち
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
』
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ

ン
社
・
1
9
6
4
年
）
が
単
独
で
ア
ル
ン
側
の
ツ
ダ
ム
か
ら
ル
ン
バ

サ
ン
バ
の
カ
ン
・
ラ
を
越
え
、
ワ
ル
ン
チ
ュ
ン
（
オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
）

ゴ
ー
ラ
、
グ
ン
サ
を
経
由
し
て
山
岳
エ
リ
ア
を
探
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
同
年
、
日
本
鱗
翅
学
会
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
蝶
蛾
調
査
隊
（
春
田
俊
郎
隊

長
）
が
花
盛
り
の
モ
ン
ス
ー
ン
期
に
入
域
し
、
成
果
を
残
し
て
い
る
。

晩
秋
に
は
東
京
都
立
大
学
山
岳
会
・
大
阪
府
立
大
学
山
岳
会
合
同
東

部
ネ
パ
ー
ル
調
査
隊
（
石
原
憲
治
隊
長
）
が
シ
ャ
ル
プ
ー
主
峰
（
Ⅰ

峰
6
4
1
0
ｍ
）
に
初
登
頂
し
た
後
、
3
名
の
隊
員
が
ヤ
ン
マ
谷
の

支
谷
の
調
査
な
ど
を
行
な
っ
た
。

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
・
エ
リ
ア
に
お
け
る
日
本
隊
の
登
山
活
動

（
2
0
1
6
年
ま
で
）
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
通
り
で
あ
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
「
掲
載
文
献
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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9～11平成 282016

THAKTO1961
～63

大阪府立大学
隊長 中尾佐助

ヌプチュー（6690 m）初登頂3～9昭和 371962

掲載文献組 織山 名月日和暦西暦

1995

山岳 93
山と溪谷 755、
岳人 614

日本山岳会青年部
隊長 谷川太郎

カンチェンジュンガ主峰北西壁
～北稜登頂

3～5平成 101998

山岳 109
山と溪谷 946

青山学院大学
隊長 萩原浩司

アウトライヤー東峰（7035 m）9～10平成 252013

山岳 112
山と溪谷 982、
岳人 836

日本山岳会関西支部
隊長 重廣恒夫

ナンガマリⅡ峰初登頂（6209
m）

明治学院・東京農
大隊長 伊丹紹泰

トゥインズ東峰（7005 m）初登
頂（シッキム側より）

9～10平成 51993

岳人 574
山岳年鑑’95

日本シッキム登山隊
隊長 大滝憲司郎

トゥインズ（7350 m）初登頂
（シッキム側より）

10～11平成 61994

山岳 91
山と溪谷 726、
岳人 583

東京農大
隊長 山下康成

トゥインズ（7350 m）北西稜初
登攀、通算第2登

9～10平成 7

3～5昭和 571982

山岳 80、報告書
岩と雪 109

日本山岳会
隊長 鹿野勝彦

カンチェンジュンガ南峰～中央
峰初縦走、主峰登頂

3～5昭和 591984

山岳 86、岩と雪
148、山と溪谷
674、岳人 530

日本ヒマラヤ協会
隊長 尾形好雄

カンチェンジュンガ主峰（8586
m）北東支稜第3登

3～5平成 31991

山と溪谷 703
山岳年鑑’94

1976

山岳 75
岩と雪 77、他

山学同志会
隊長 小西政継

カンチェンジュンガ北壁（8598
m）初登攀

3～5昭和 551980

岩と雪 88
岳人 410、他

日本ヒマラヤ協会
隊長 山森欣一

カンチェンジュンガ主峰 8598
m、西峰 8505 m登頂

3～5昭和 561981

岩と雪 95
報告書

東京都庁山岳部
隊長 金子利三

オンミ・カンリ（7028 m）初登
頂

京大学士山岳会
隊長 西堀栄三郎

ヤルン・カン（カンチェンジュ
ンガ西峰 8505 m）初登頂

3～5昭和 481973

岩と雪 42成城大学
隊長 川瀬幹夫

ジャヌー（クンバカルナ 7710
m）第2登

3～5昭和 491974

山と溪谷 456
岩と雪 51、他

山学同志会
隊長 小西政継

ジャヌー（クンバカルナ 7710
m）北壁初登攀

3～5昭和 51

9～10昭和 371962

岳人 189
向後元彦

東京農業大学
隊長 宮沢憲

トゥインズ断念、ツィシマピー
ク（6370 m）初登頂

4～6昭和 381963

山岳 59
THAKTO6163

東京都立大・大阪
府立大学合同隊

シャルプー（6410 m）初登頂ザ
ニエ（6400 m）、ツィシマ P

8～11昭和 381963

岩と雪 34
報告書、上田豊

山岳 59
向後元彦

東京農業大学
隊長 栗田匡一

ラガラ・ヒマール、ルンバサン
バヒマール踏査
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7776.74391Nango camp～Stone Hut晴後曇3月 27 日28
Tent5.361019595.84160Ghunsa～Nango camp晴後曇3月 26 日

昇累積高距離(Km)

1300NRT・KIX～ICN～Kathmandu曇2 月 29 日1

食事標高(m)場所天候月日№

晴後曇3月 29 日30
Tent8.1210832849.13489Stone Hut～Yangma KholaCS晴3 月 28 日29
Tent7.22458

3
Restaurant1300Kathmandu晴3 月 1 日2

所要時間降累積高

4143Yangma晴・曇3月 30 日31
Tent10.0123893513.04143Yangma KholaCS～Yangma

1300Kathmandu晴3 月 3 日4
Restaurant1300Kathmandu晴3 月 2 日

4665PabuktarBC晴後雪4月 1日33
Tent7.351577709.94665Yangma～PabuktarBC晴後雪3月 31 日32
Tent

晴後雨3月 5日6
Restaurant11.34300Kathmandu～Itahari晴3 月 4 日5
Restaurant

35
Tent4665PabuctarBC晴後雪4月 2日34
Tent

1820Taplejung晴3 月 6 日7
Restaurant11.551820Itahari～Taplejung

4683.85526C1～ABC晴4月 4日36
Attack5.32597526.65197PabuctarBC～C1晴4 月 3 日

2129Lali Kharka～Kande Bhanjyang晴3 月 8 日9
Bhatti7.0550591010.92266Taplejung～Lali Kharka曇後雨3月 7日8

Restaurant

晴4 月 6 日38
Attack8.223224014.95526ABC～5797m～ABC晴後曇4月 5日37
Attack6.01109

11
Bhatti8.3579354910.51858Kande Bhanjyang～Phumpe Danda晴3 月 9 日10
Bhatti8.4191179010.8

7.2093624316.54665ABC～PabuktarBC晴後雪4月 7日39
Attack12.563075675.85526ABC/5920m～ABC

15318.13310Sherpa Gaon～LasIya Bhanjyang晴3 月 11 日12
Bhatti10.40826105312.52080Phumpe Danda～Sherpa Gaon曇後晴3月 10 日

3489Yangma～Yangma KhoraCS晴後雪4月 9日41
Tent5.3454912410.04143PabuktarBC～Yangma晴後雪4月 8日40
Tent

曇・晴3月 13 日14
Bhatti7.436913745.53006LasIya Bhanjyang～Torongding晴3 月 12 日13
Bhatti9.15156

43
Bhatti8.5198173715.03191Yangma KhoraCS～Olangchun Gola晴4 月 10 日42
Tent8.0589125613.4

3870Tseram曇・雪3月 14 日15
Bhatti8.218010179.63870Torongding～Tseram

2758.11750Iladanda～Lelep晴4 月 12 日44
Bhatti10.36146634714.82051Olangchun Gola～Iladanda晴後雨4月 11 日

3870Ramche～Tseram晴3月 16 日17
Tent6.15167047.04580Tseram～Ramche晴・曇3月 15 日16
Bhatti

晴後雨4月 14 日46
Bhatti1750Lelep晴後曇4月 13 日45
Bhatti5.12580

19
Bhatti16.3772911479.94210Tseram～Selele Camp晴3 月 17 日18
Bhatti6.5072619710.3

5.312058220555.41820Lelep～Taplejung晴4 月 15 日47
Bhatti1750Lelep

3423Ghunsa曇後雪3月 19 日20
Bhatti7.559481617.33423Selele Camp～Ghunsa晴後曇3月 18 日

1300Taplejung～Ilam晴4 月 17 日49
Restaurant1820Taplejung雨4 月 16 日48
Restaurant

晴・曇3月 21 日22
Bhatti6.5119487411.24060Ghunsa～Kangbachen曇・晴3月 20 日21
Bhatti

78

CosmoTrek14.501300Ilam～Kathmandu晴4 月 18 日50
Restaurant5.53

11.4873578316.54780Lhonak/KanchenjungaBC～Lhonak晴後雪3月 22 日23
Bhatti6.18697959.74780Kangbachen～Lhonak

1300Kathmandu51～5 月 15 日
1300～Narita5 月 16 日

3423Kangbachen～Ghunsa晴・曇3月 24 日25
Bhatti5.4373212510.04060Lhonak～Kangbachen雪後曇3月 23 日24
Bhatti

※所要時間には休憩・昼食
を含む

下降
積算（m）

第 1回グレート・ヒマラヤ・トラバース行動記録

登高
積算（m）

沿面距離※※CS＝キャンプサイト
BC＝ベースキャンプ
ABC＝前進基地

CosmoTrek

27
Bhatti3423Ghunsa晴・曇3月 25 日26
Bhatti6.3078317510.9



パ
ブ
ク
カ
ン
（
6
2
4
4
ｍ
）
の
登
山

4
月
3
日
（
金
）
晴

パ
ブ
ク
タ
ー
ル
Ｂ
Ｃ
(4
6
6
5
ｍ
)
7
：
↓
：

Ｃ
1
(5
1
9
7
ｍ
)

57

13
30

一
昨
日
も
、昨
日
も
昼
過
ぎ
か
ら
雪
が
降
り
始
め
、山
は
冬
に
戻
っ

て
し
ま
っ
た
。
交
易
路
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
以

上
待
機
す
る
時
間
的
余
裕
も
な
い
の
で
行
動
を
再
開
し
た
。
パ
ブ
ク

カ
ン
登
頂
の
た
め
に
用
意
し
た
食
料
・
装
備
は
4
日
分
だ
っ
た
の
で
、

昨
日
の
う
ち
に
4
月
3
日
、
5
3
2
0
ｍ
地
点
に
Ｃ
1
設
営
、
4
日

ガ
ン
・
ラ
（
5
7
4
6
ｍ
）
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
設
営
し
、
5
日
に
6
1
0

0
ｍ
ま
で
フ
ィ
ッ
ク
ス
工
作
を
し
て
、
6
日
に
パ
ブ
ク
カ
ン
（
6
2

4
4
ｍ
）
を
往
復
、
7
日
に
Ｂ
Ｃ
に
戻
る
プ
ラ
ン
を
立
て
、
装
備
や

食
料
の
準
備
を
し
て
い
た
。

ル
ー
ト
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
悪
く
義
足
で
の
歩
行
は
無
理
だ
っ
た

の
で
、
残
る
松
田
さ
ん
に
見
送
ら
れ
て
Ｂ
Ｃ
を
後
に
し
た
。
キ
ャ
ン

プ
サ
イ
ト
裏
手
の
丘
に
上
が
り
、
雪
の
残
る
台
地
を
進
む
。
目
の
前

に
広
が
る
チ
ベ
ッ
ト
国
境
の
山
々
は
ま
だ
遠
い
。
パ
ブ
ク
タ
ー
ル
湖

か
ら
も
か
な
り
東
に
外
れ
て
い
る
よ
う
で
、
湖
面
を
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
豊
富
な
残
雪
に
加
え
て
こ
の
2
日
間
の
降
雪
で
道
形

が
見
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
石
積
み
な
ど
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
コ
ー
ス
を
北
東
に
取
り
始
め
た
右
前
方
に
、
ス
ノ
ー
ド
ー
ム

（
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅰ
峰
、6
5
4
7
ｍ
）西
面
が
見
え
始
め
た
。
し
か
し
、

い
つ
の
間
に
か
左
手
の
谷
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
コ
ン
パ
ス
で

確
認
す
る
と
、
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ム
ポ
カ
リ
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
、
慌
て
て
軌
道
修
正
す
る
。
広
い
谷
を
進
む
と
再
び
ナ
ン
ガ
マ

リ
Ⅰ
峰
が
見
え
始
め
、
南
方
に
延
び
る
稜
線
の
先
に
2
0
1
6
年
に

初
登
頂
し
た
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅱ
峰
（
6
2
0
9
ｍ
）
も
見
え
る
。

時
13

分
、
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅰ
峰
が
正
面
か
ら
右
手
に
見
え
る
場
所
に
Ｃ
1

30（
5
1
9
7
ｍ
）
を
建
設
し
た
。
も
う
少
し
高
度
を
上
げ
た
い
と
こ

ろ
だ
が
、
テ
ン
ト
が
張
れ
る
よ
う
な
平
坦
地
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
と
、
同
行
し
て
く
れ
た
ポ
ー
タ
ー
達
を
明
る
い
う
ち

に
Ｂ
Ｃ
に
帰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
重
廣
）

4
月
4
日
（
土
）
晴

松
田
：
Ｂ
Ｃ
滞
在

登
山
隊
：
Ｃ
1

8
：

↓

：

Ａ
Ｂ
Ｃ
（
5
5
2
6
ｍ
）

14

13

30

昨
日
は
ア
タ
ッ
ク
隊
の
重
廣
さ
ん
、
吉
井
さ
ん
、
シ
ェ
ル
パ
の
ラ

ム
カ
ジ
の
3
人
を
見
送
っ
た
。
私
は
Ｂ
Ｃ
キ
ー
パ
ー
だ
。
上
部
は
雪

が
多
く
ラ
ッ
セ
ル
を
強
い
ら
れ
、
ま
た
、
ロ
ー
プ
を
使
う
箇
所
も
多

い
は
ず
だ
。
私
の
実
力
で
は
無
理
だ
ろ
う
。
未
踏
峰
に
挑
戦
で
き
な

く
て
も
後
悔
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
あ
と
残
り
わ
ず
か
で
完
遂
で
き

る
第
1
回
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｔ
踏
査
に
全
力
を
あ
げ
る
こ
と
の
方
が
、
私
に

72
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と
っ
て
は
大
き
な
挑
戦
で
あ
り
最
大
の
目
標
で
あ
る
。
こ
の
Ｂ
Ｃ
で

足
の
傷
を
治
し
、下
山
に
備
え
る
の
が
私
の
や
る
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。

モ
ー
ニ
ン
グ
テ
ィ
を
持
っ
て
き
た
コ
ッ
ク
の
パ
ン
カ
が
私
の
テ
ン

ト
の
前
で
「
ユ
キ
ヒ
ョ
ウ
の
足
跡
」
と
騒
い
で
い
る
。
確
か
に
ユ
キ

ヒ
ョ
ウ
が
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
地
域
。
滅
多
に
現
わ
れ
ぬ
ユ
キ

ヒ
ョ
ウ
が
私
の
テ
ン
ト
ま
で
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
Ｇ
･Ｈ
･Ｔ
は
も

ち
ろ
ん
パ
ブ
ク
カ
ン
登
頂
も
う
ま
く
い
く
前
兆
か
も
？

と
思
え
て

く
る
。
何
か
に
つ
け
て
人
は
縁
起
を
担
ぎ
た
く
な
る
も
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
翌
朝
、
テ
ン
ト
の
前
で
黒
々
し
た
も
の
が
私
を
見

つ
め
て
い
る
。
ユ
キ
ヒ
ョ
ウ
か
と
思
っ
た
が
ど
う
も
怪
し
い
。「
犬

だ
！
」。
ヤ
ン
マ
に
い
た
チ
ベ
ッ
ト
犬
だ
。
な
ん
と
昨
日
の
ユ
キ

ヒ
ョ
ウ
の
足
跡
は
、
目
の
前
の
チ
ベ
ッ
ト
犬
に
違
い
な
い
。（
松
田
）

4
月
5
日
（
日
）
晴
の
ち
曇

松
田
：
Ｂ
Ｃ
滞
在

登
山
隊
：
Ａ
Ｂ
Ｃ

7
：

↓

：

偵
察
終
了
点
（
5
7
9
7
ｍ
）
↓

：

00

12
32

15

Ａ
Ｂ
Ｃ
（
5
5
2
6
ｍ
）

235
時
起
床
、
朝
食
を
と
っ
て
、
7
時
ル
ー
ト
工
作
に
出
発
す
る
。

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
左
手
岩
壁
帯
の
中
に
ガ
ン
・
ラ
に
至
る
ヤ
ク
道
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
が
、
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
縷
の
望
み
を
抱

い
て
、
岩
壁
帯
の
裾
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
、
氷
河
の
切
れ
目
か
ら
左
の
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ミ
ッ
ク
ス
壁
を
登
り
（
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
2
本
）、
上
部
プ
ラ
ト
ー

に
出
た
。
ガ
ン
・
ラ
と
思
し
き
所
は
遥
か
左
前
方
（
西
側
）
に
あ
り
、

Ｐ
6
1
0
0
か
ら
パ
ブ
ク
カ
ン
に
続
く
稜
線
も
鋭
い
。
さ
ら
に
雪
原

を
東
に
進
み
、
2
つ
の
ピ
ー
ク
を
経
由
し
な
い
で
、
直
接
パ
ブ
ク
カ

ン
頂
上
に
向
か
う
ル
ー
ト
を
確
認
し
て
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
引
き
返
し
た
。

今
日
の
到
達
高
度
は
5
7
9
7
ｍ
で
あ
っ
た
。

私
が
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
戻
っ
た
の
は

時

分
。
こ
の
時
間
か
ら
考
え
て

15

23

明
日
、
頂
上
に
向
か
っ
て
、
果
た
し
て
勝
算
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？

し
か
も
、
な
ん
と
私
は
帰
り
道
、
ア
イ
ゼ
ン
を
紛
失
す
る
と
い
う
大

失
敗
を
犯
し
て
い
た
。
寝
袋
に
入
っ
た
の
は

時
近
か
っ
た
だ
ろ
う

20

か
。
上
部
に
行
く
手
を
阻
む
岩
壁
と
懸
垂
氷
河
も
見
え
た
。
寝
て
い

る
う
ち
に
ア
イ
ゼ
ン
が
見
つ
か
る
か
、
見
つ
か
ら
な
い
か
を
占
い
の

よ
う
に
考
え
て
、
も
し
見
つ
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
最
後
ま
で

全
力
を
尽
く
そ
う
、
自
分
自
身
精
一
杯
、
頑
張
っ
て
み
よ
う
と
決
心

し
た
。（
吉
井
）

4
月
6
日
（
月
）
晴

松
田
：
Ｂ
Ｃ
滞
在

登
山
隊
：
Ａ
Ｂ
Ｃ

1
：

↓
5
：

偵
察
到
着
地
点
↓
9
：

最
高
到
達

40

04

50

点
（
5
9
2
0
ｍ
）
↓

：

Ａ
Ｂ
Ｃ
（
5
5
2
6
ｍ
）

17

09

今
日
中
の
登
頂
を
期
待
し
て
零
時
過
ぎ
に
起
床
、
2
時
前
に
Ａ
Ｂ

｢グレート・ヒマラヤ・トラバース｣の幕開け
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Ｃ
を
後
に
し
た
。
ラ
ム
カ
ジ
、
吉
井
さ
ん
の
順
番
で
出
発
す
る
が
、

す
ぐ
に
間
が
あ
い
て
し
ま
っ
た
。
2
つ
の
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
の
光
の
輪

を
追
う
が
、
引
き
返
し
て
く
る
明
か
り
は
な
い
の
で
、
吉
井
さ
ん
の

ア
イ
ゼ
ン
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
と
安
堵
す
る
。
当
初
予
定
で
は
、
Ａ

Ｂ
Ｃ
の
眼
前
に
屹
立
す
る
岩
壁
帯
の
ど
こ
か
に
ガ
ン
・
ラ
に
通
じ
る

ヤ
ク
道
が
あ
る
は
ず
だ
。
だ
が
、昨
日
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

岩
壁
の
下
端
を
迂
回
し
な
が
ら
北
上
す
る
こ
と
に
な
り
、
昨
日
ガ

ン
・
ラ
に
続
く
雪
原
に
到
達
し
て
い
た
。
空
が
白
み
始
め
た
5
時
過

ぎ
、
昨
日
の
デ
ポ
地
点
で
、
や
っ
と
2
人
に
追
い
つ
い
た
。

デ
ポ
地
か
ら
昨
日
の
最
高
到
達
点
ま
で
登
り
返
す
が
、
そ
れ
以
降

は
ウ
イ
ン
ド
ク
ラ
ス
ト
し
た
深
い
雪
に
悩
ま
さ
れ
ル
ー
ト
が
延
び
な

い
。
ト
ッ
プ
を
ラ
ム
カ
ジ
か
ら
吉
井
さ
ん
に
代
わ
っ
て
も
ら
い
、
ヒ

ド
ン
ク
レ
バ
ス
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
ア
ン
ザ
イ
レ
ン
し
て
前
進

を
続
け
る
。
雪
原
が
雪
稜
に
変
わ
っ
て
傾
斜
も
増
し
た
の
で
再
び
ラ

ム
カ
ジ
が
ト
ッ
プ
に
立
ち
、
2
ピ
ッ
チ
、
フ
ィ
ッ
ク
ス
ロ
ー
プ
を
延

ば
し
た
。
吉
井
・
重
廣
が
合
流
し
た
時
点
で
、9
時

分
過
ぎ
で
あ
っ

30

た
。

ｍ
程
高
度
を
稼
い
で
以
後
の
ル
ー
ト
の
偵
察
を
行
な
う
。
Ｇ

10

Ｐ
Ｓ
の
高
度
で
5
9
7
1
ｍ
、
頂
上
ま
で
ま
だ
標
高
差
2
7
3
ｍ
、

8
8
8
ｍ
の
距
離
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
入
手
し
た
写
真
や
グ
ー
グ
ル

ア
ー
ス
の
画
像
か
ら
、
頂
上
稜
線
に
は
雪
が
着
い
て
い
る
と
想
像
し

て
い
た
が
甘
か
っ
た
。
雪
稜
の
先
は
急
な
岩
と
雪
の
ミ
ッ
ク
ス
壁
に

76
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な
っ
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
側
は
切
れ
落
ち
て
い
る
。
そ
の
先
に
は
懸

垂
氷
河
が
強
固
な
鎧
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
り
、
わ
れ
わ
れ
の
行
く

手
を
阻
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
方
に
目
指
す
パ
ブ
ク
カ
ン
の

頂
が
鎮
座
し
て
い
た
。
時
間
的
な
問
題
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
威
圧
感

に
恐
れ
お
の
の
き
、
撤
退
を
決
意
す
る
。

最
高
到
達
点
か
ら
写
真
と
動
画
を
撮
る
。
パ
ブ
ク
カ
ン
の
頂
上
か

ら
時
計
回
り
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
6
3
7
1
ｍ
峰
か
ら
ナ
ン
ガ
マ
リ

Ⅰ
峰
の
頭
が
ち
ょ
こ
ん
と
見
え
、
さ
ら
に
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅱ
峰
（
6
2

0
9
ｍ
）か
ら
5
9
4
4
ｍ
峰
の
稜
線
が
続
き
、そ
の
後
ろ
に
は
シ
ャ

ル
プ
ー
Ⅱ
（
6
3
2
8
ｍ
）、
シ
ャ
ル
プ
ー
Ⅲ
（
6
2
2
0
ｍ
）
の
頂

上
部
分
が
見
え
る
。
そ
の
左
手
の
山
々
は
、
残
念
な
が
ら
雲
に
隠
れ

て
見
え
な
い
。
南
西
方
向
に
は
セ
ヌ
ッ
プ
（
6
2
6
5
ｍ
）、
ノ
ブ
ッ

ク
（
5
9
4
5
ｍ
）
や
チ
ベ
ッ
ト
の
無
名
峰
が
屹
立
し
て
い
た
。
さ

ら
に
西
の
国
境
稜
線
の
後
ろ
に
は
チ
ャ
ム
ラ
ン
（
7
3
2
1
ｍ
）
や

バ
ル
ン
ツ
ェ
（
7
1
5
2
ｍ
）、
マ
カ
ル
ー
（
8
4
8
5
ｍ
）
な
ど
、

次
回
の
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｔ
踏
査
地
域
の
山
々
の
頂
上
が
望
ま
れ
た
。
眼
下

の
雪
原
の
ど
こ
か
が
ガ
ン
・
ラ
（
5
7
4
6
ｍ
）
の
は
ず
だ
が
、
深

い
雪
に
覆
わ
れ
て
判
然
と
し
な
い
。
積
雪
の
状
態
を
考
え
る
と
、
な

ま
じ
ガ
ン
・
ラ
に
登
り
パ
ブ
ク
カ
ン
の
頂
に
向
か
っ
た
と
し
て
も
、

今
回
の
最
高
到
達
点
ま
で
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。（
重
廣
）

｢グレート・ヒマラヤ・トラバース｣の幕開け
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4
月
7
日
（
火
）
晴
の
ち
曇
の
ち
雪

松
田
：
Ｂ
Ｃ
滞
在

登
山
隊
：
Ａ
Ｂ
Ｃ

8
：

↓

：

Ｂ
Ｃ

04

15

24

昨
日
の
夕
方
、ア
タ
ッ
ク
隊
の
ラ
ム
カ
ジ
が
一
人
で
下
り
て
き
た
。

頂
上
ア
タ
ッ
ク
す
る
も
、
雪
と
岩
壁
に
阻
ま
れ
登
頂
な
ら
ず
と
の
こ

と
だ
っ
た
。
彼
は
最
高
到
達
点
か
ら
一
気
に
Ｂ
Ｃ
ま
で
を
駆
け
下
り

て
き
た
。
さ
す
が
に
疲
労
困
憊
し
て
い
る
。
重
廣
さ
ん
、
吉
井
さ
ん

は
、
明
日
Ｂ
Ｃ
へ
下
山
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
今
朝
は
前
夜
か
ら

の
降
雪
で

㎝
ほ
ど
積
も
っ
て
い
る
。
ポ
ー
タ
ー
3
人
が
荷
下
げ
の

20

た
め
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
向
か
っ
た
。
下
り
て
く
る
2
人
は
疲
れ
切
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
登
頂
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
だ
が
、
ケ
ガ
な
く
Ｂ

Ｃ
に
辿
り
着
い
て
ほ
し
い
。
幸
い
に
天
気
は
回
復
傾
向
だ
。
そ
ろ
そ

ろ
帰
っ
て
く
る
頃
だ
と
目
を
凝
ら
し
て
い
た
ら
、
2
人
の
姿
が
見
え

て
き
た
。
一
段
と
日
焼
け
し
真
っ
黒
に
な
っ
て
い
る
。「
お
疲
れ
さ

ん
で
し
た
」
と
声
を
は
り
あ
げ
、
2
人
に
ハ
グ
す
る
。
思
わ
ず
目
が

潤
ん
で
き
た
。
安
全
を
見
守
っ
て
く
れ
た
祭
壇
に
手
を
合
わ
せ
、
無

事
下
山
の
感
謝
を
す
る
。
1
時
間
半
遅
れ
で
荷
物
を
背
負
っ
た
ポ
ー

タ
ー
3
人
が
元
気
に
戻
っ
て
き
た
。
パ
ブ
ク
カ
ン
へ
の
挑
戦
が
終

わ
っ
た
。
明
日
は
8
日
間
世
話
に
な
っ
た
Ｂ
Ｃ
に
別
れ
を
告
げ
、
ヤ

ン
マ
へ
と
下
る
。（
松
田
）

78

ABCからパブクカンへのルート



姿
を
変
え
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
（
2
0
2
0
年
3
月
〜
4
月
の
踏
査

か
ら
）

イ
ン
ド
北
部
の
洪
水

2
0
2
1
年
2
月
7
日
午
前

時
半（
日
本
時
間
同
日
午
後
2
時
）

10

こ
ろ
、イ
ン
ド
北
部
ウ
ッ
タ
ラ
カ
ン
ド（
旧
ウ
ッ
タ
ル
・
プ
ラ
デ
シ
ュ
）

州
で
発
生
し
た
洪
水
は
、
下
流
の
2
つ
の
ダ
ム
を
壊
し
、
5
つ
の
橋

を
流
し
た
。
ま
た
、
8
日
に
は
マ
ス
コ
ミ
各
社
が

人
の
死
亡
と
、

18

約
1
8
0
人
が
行
方
不
明
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
衝
撃
的
な
映
像

（
粉
塵
を
立
ち
上
げ
る
洪
水
）
と
共
に
報
じ
た
。
現
場
は
1
9
7
6

年
の
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
縦
走
登
山
の
時
に
通
過
し
た
ジ
ョ
シ
マ
ー
ト

の
近
く
に
あ
り
、
9
日
に
は
航
空
機
か
ら
撮
影
さ
れ
た
ロ
ン
テ
ィ
峰

（
6
0
6
3
ｍ
）
の
東
稜
直
下
の
、
標
高
5
5
0
0
ｍ
か
ら
の
斜
面
が

1
0
0
0
ｍ
に
わ
た
っ
て
崩
落
し
て
い
る
写
真
が
提
供
さ
れ
た
。
Ｇ

Ｌ
Ｏ
Ｆ
（
氷
河
湖
決
壊
洪
水
）
と
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
岩
盤

や
懸
垂
氷
河
の
崩
落
に
よ
る
ロ
ン
テ
ィ
氷
河
か
ら
ダ
ウ
リ
・
ガ
ン
ガ

へ
の
流
れ
込
み
に
端
を
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
域
の
変
化

2
0
1
5
年
6
月

日
、
雨
季
に
入
っ
た
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
郡
内
の

11

多
く
の
場
所
で
山
腹
崩
壊
が
多
発
し
、
家
屋
な
ど
の
流
失
に
よ
り
53

｢グレート・ヒマラヤ・トラバース｣の幕開け
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名
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
ほ
か
、
多
く
の
行
方
不
明
者
を
出
す
な
ど

被
害
が
出
た
。
2
0
1
6
年
の
ナ
ン
ガ
マ
リ
Ⅱ
峰
登
山
の
際
は
、
今

回
と
同
じ
よ
う
に
イ
タ
ハ
リ
か
ら
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
に
チ
ャ
ー
タ
ー
バ

ス
で
入
っ
た
が
、
ま
だ
前
年
の
爪
痕
が
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
お
り
、

流
失
し
た
道
路
の
修
復
箇
所
の
通
過
な
ど
に
時
間
を
取
ら
れ
、
タ
プ

レ
ジ
ュ
ン
の
ホ
テ
ル
に
到
着
し
た
の
は
深
夜
で
あ
っ
た
。
今
回
も
ま

だ
工
事
中
の
箇
所
も
あ
っ
た
が
、
明
る
い
う
ち
に
ホ
テ
ル
に
到
着
し

て
ほ
っ
と
し
た
。

1
9
8
4
年
3
月
2
日
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
縦
走
を
目
指
す

日
本
山
岳
会
隊
は
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
山
場
と
な
る
ラ
ス
タ
ム
峠
（
3

4
5
0
ｍ
＝
当
時
の
呼
称
・
標
高
）
を
越
え
た
。
1
9
7
3
年
の
Ａ

Ａ
Ｃ
Ｋ
に
よ
る
ヤ
ル
ン
・
カ
ン
隊
を
は
じ
め
プ
レ
モ
ン
ス
ー
ン
期
に

こ
の
ル
ー
ト
を
辿
っ
た
各
隊
は
、
い
ず
れ
も
急
崖
の
雪
道
に
苦
労
し

て
い
る
。
今
回
わ
れ
わ
れ
は
3
月

日
に
こ
の
峠
（
ラ
シ
ア
・
バ
ン

12

ジ
ャ
ン
、
3
3
1
9
ｍ
）
を
越
え
た
が
、
頂
上
稜
線
か
ら
シ
ン
バ
・

コ
ー
ラ
に
そ
ぎ
落
ち
て
い
る
崩
壊
地
は
、
前
に
も
増
し
て
規
模
が
拡

大
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

3
月

日
、
グ
ン
サ
か
ら
カ
ン
バ
チ
ェ
ン
に
向
か
っ
た
。
村
を
出

20

る
と
左
岸
沿
い
の
樹
林
帯
は
歩
き
や
す
い
水
平
道
だ
。
見
上
げ
る
と

右
岸
（
シ
ャ
ル
プ
ー
側
）
に
は
連
続
す
る
屏
風
の
よ
う
に
岩
壁
が
立

ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
ラ
ン
ブ
ッ
ク
・
カ
ル
カ
（
3
8
0
7
ｍ
）
に

は
右
岸
に
通
じ
る
橋
が
あ
っ
た
。
昔
の
地
図
に
は
橋
を
渡
っ
て
カ
ン

バ
チ
ェ
ン
に
向
か
う
道
が
載
っ
て
い
た
が
、
今
は
左
岸
を
そ
の
ま
ま

進
む
。
大
岩
か
ら
樹
林
帯
を
抜
け
る
と
崩
壊
地
に
刻
ま
れ
た
一
筋
の

踏
み
跡
を
辿
る
。
右
岸
は
大
崩
落
地
と
な
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
昔
の

道
形
が
両
端
に
残
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ

ヤ
・
ト
レ
イ
ル
・
ハ
イ
ル
ー
ト
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
・
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
マ
ッ
プ
（
Ｎ
Ｐ
1
0
1
）
に
は
、
以
前
は
右
岸
側
の
ル
ー
ト

が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
2
0
2
0
年
に
入
手
し
た
新
版
で
は
左
岸

ル
ー
ト
に
変
更
さ
れ
て
い
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
辺
り
は
地
図
上
に
も
「
D
angerous

Rock
FallA
rea」
と
記
載
さ
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
カ
ン
バ
チ
ェ
ン

か
ら
パ
ン
ペ
マ
（
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
Ｂ
Ｃ
）
の
間
の
カ
ン
チ
ェ

ン
ジ
ュ
ン
ガ
氷
河
沿
い
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
落
石
箇
所
の
通
過
が

あ
り
気
が
抜
け
な
か
っ
た
。

ナ
ン
ガ
マ
・
ポ
カ
リ
の
決
壊

2
0
1
6
年
の
ナ
ン
ガ
マ
リ
登
山
で
は
、
ヤ
ン
マ
村
を
出
て
チ
ェ

チ
ェ
・
ポ
カ
リ
の
手
前
か
ら
右
手
の
急
峻
な
尾
根
に
取
り
付
き
中
段

の
平
坦
地
で
1
泊
し
た
後
、ナ
ン
ガ
マ
・
ポ
カ
リ
下
流
の
台
地
に
下
っ

た
。
モ
ン
ス
ー
ン
後
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
ヤ
ン
マ
滞
在
中
は

村
の
東
側
の
5
1
4
4
ｍ
峰
と
南
西
の
5
0
2
1
ｍ
峰
か
ら
毎
日
ガ

80



ラ
ガ
ラ
と
落
石
の
音
が
響
い
て
い
た
。

今
回
の
ナ
イ
ケ
（
ポ
ー
タ
ー
頭
）
は
ナ
ン
ガ
マ
リ
登
山
時
の
ナ
イ

ケ
を
務
め
て
い
た
し
、
2
0
1
9
年
に
は
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
地

域
に
お
け
る
歴
史
的
な
氷
河
湖
決
壊
洪
水（
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｆ
）調
査
隊（
こ

れ
ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
地
域
で
は
1
9
2

1
年
以
降
、
6
つ
も
の
大
き
な
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｆ
が
発
生
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
）
に
も
参
加
し
て
い
た
の
で
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
道
す
が
ら
、
こ

の
地
域
の
変
化
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
通
過
し
た
チ
ェ

チ
ェ
・
ポ
カ
リ
は
、
1
9
8
0
年
に
ナ
ン
ガ
マ
・
ポ
カ
リ
上
端
の
懸

垂
氷
河
の
崩
落
に
よ
る
Ｇ
Ｌ
Ｏ
Ｆ
で
流
出
し
た
大
量
の
土
石
に
よ
っ

て
、
パ
ブ
ク
・
コ
ー
ラ
が
堰
止
め
ら
れ
て
出
現
し
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
ヤ
ン
マ
の
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
か
ら
集
落
の
裏
手
の
台
地
に
向

か
っ
て
高
度
を
上
げ
る
。
眼
下
は
ヤ
ン
マ
・
コ
ー
ラ
（
左
手
）
と
パ

ブ
ク
・
コ
ー
ラ
（
右
手
）
の
合
流
点
で
、
広
大
な
扇
状
地
を
形
成
し

て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
登
り
着
い
た
丘
の
上
に
は
3
基
の

チ
ョ
ル
テ
ン
が
建
っ
て
い
る
。
丘
か
ら
西
方
を
見
れ
ば
、
1
8
4
8

年
秋
に
ヤ
ン
マ
か
ら
パ
ブ
ク
タ
ー
ル
に
向
か
っ
た
Ｊ
・
Ｄ
・
フ
ー
カ
ー

も
見
た
光
景
が
広
が
っ
て
い
た
。
広
い
河
岸
段
丘
に
刻
ま
れ
た
交
易

路
を
進
む
こ
と
3
時
間
で
、
ナ
ン
ガ
マ
・
ポ
カ
リ
か
ら
流
れ
出
る
川

に
架
け
ら
れ
た
木
の
橋
を
渡
る
。
す
ぐ
に
ナ
ン
ガ
マ
・
ポ
カ
リ
決
壊

時
の
爪
痕
の
残
る
深
い
懸
崖
を
右
手
に
見
る
よ
う
に
な
る
。
2
0
1

6
年
秋
は
こ
の
深
い
谷
に
登
路
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
Ｖ
字
型
に
刻
ま
れ
た
深
い
懸
崖
と
、
河
原
に
点
在
す
る
大
岩
が

当
時
の
土
石
流
の
す
さ
ま
じ
さ
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

辺
境
の
地
の
変
貌

日
本
人
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
が
始
ま
っ
て
か
ら
1
0
3
年
、
こ
の
地

域
で
の
登
山
隊
の
活
動
か
ら

年
、
そ
の
昔
ダ
ー
ラ
ン
か
ら
長
い

59

キ
ャ
ラ
バ
ン
を
経
て
た
ど
り
着
い
た
登
山
基
地
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
。
1

9
8
4
年
に
は
な
か
っ
た
自
動
車
道
が
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
か
ら
チ
ベ
ッ

ト
国
境
に
向
け
て
北
上
し
て
い
る
。
青
木
文
教
が
越
え
た
テ
ィ
プ

タ
・
ラ
か
ら
は
、
自
動
車
道
が
南
下
し
て
中
国
製
品
が
オ
ラ
ン
チ
ュ

ン
ゴ
ー
ラ
の
村
に
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
粗
削
り
な
自

動
車
道
で
、
開
削
に
よ
る
自
然
破
壊
と
、
開
通
後
の
地
球
温
暖
化
に

よ
る
氷
河
湖
決
壊
や
豪
雨
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ
た
姿
を
目
の
当

た
り
に
し
て
、
暗
澹
た
る
気
持
ち
に
な
っ
た
。

ネ
パ
ー
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
国
境
に
お
け
る
自
動
車
道
の
延
伸
は
、
外

国
製
品
な
ど
の
流
入
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
る
情
報
の
伝

達
な
ど
、
豊
か
な
生
活
を
辺
境
の
地
の
人
々
に
も
た
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
、
世
界
の
人
々
の
豊
か
な
生
活
が
も
た
ら
し
た
地
球
温
暖
化

と
い
う
気
候
変
動
が
、
辺
境
の
地
の
人
々
に
与
え
る
脅
威
を
大
き
く

し
て
い
る
と
も
案
じ
る
踏
査
と
な
っ
た
。
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第
1
回
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｔ
踏
査
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

）
19

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

2
0
1
9
年

月
、
中
華
人
民
共
和
国
湖
北
省
武
漢
市
に
お
い
て

12

確
認
さ
れ
、

年
1
月

日
、
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
に
よ
り

20

30

「
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
衛
生
上
の
緊
急
事
態（
Ｐ
Ｈ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
）」

を
宣
言
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
準
備
を
進
め
て
い
た
渡

航
予
定
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
当
初
は
、
中
国
南
西
航
空
の

チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
て
い
た
が
、
武
漢
市
で
の
感
染
拡
大
に
よ
り
カ

ト
マ
ン
ズ
〜
ラ
サ
便
が
フ
ラ
イ
ト
キ
ャ
ン
セ
ル
に
な
っ
た
情
報
を
2

月
4
日
に
入
手
、
ほ
か
の
航
空
会
社
へ
の
変
更
の
模
索
を
始
め
た
。

そ
の
後
、
予
定
し
て
い
た
羽
田
〜
広
州
便
の
フ
ラ
イ
ト
が
キ
ャ
ン
セ

ル
さ
れ
た
と
い
う
報
告
も
あ
っ
て
、
急
遽
、
成
田
・
関
空
発
仁
川
経

由
カ
ト
マ
ン
ズ
行
の
大
韓
航
空
に
変
更
し
た
。

2
月

日
、
踏
査
隊
は
成
田
と
関
西
国
際
空
港
か
ら
出
発
し
た
。

29

い
ず
れ
の
便
も
搭
乗
者
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
が
、
乗
り
継
ぎ
の
仁
川

空
港
で
状
況
は
一
変
し
た
。
マ
ス
ク
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ゴ
ー
グ
ル

や
ゴ
ム
手
袋
姿
の
人
達
で
席
は
見
る
間
に
埋
ま
っ
た
。
な
か
に
は
レ

イ
ン
コ
ー
ト
を
羽
織
っ
た
一
団
も
い
る
。
韓
国
国
内
で
就
労
し
て
い

た
ネ
パ
ー
ル
人
の
一
斉
帰
国
で
、
機
内
は
異
様
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ

た
。「
健
康
証
明
書
」
の
提
出
や
入
国
時
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
強

化
も
懸
念
さ
れ
た
が
、
空
港
到
着
時
は
特
に
問
題
な
く
、
カ
ト
マ
ン

ズ
市
内
の
ホ
テ
ル
に
入
っ
た
。
準
備
活
動
に
も
支
障
は
な
く
、
3
月

2
日
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
、
4
日
予
定
通
り
チ
ャ
ー
タ
ー
バ
ス
で
タ
プ

レ
ジ
ュ
ン
に
向
か
っ
た
。
途
中
の
町
の
出
入
り
口
や
、
大
き
な
橋
の

袂
に
は
「
V
isitN
epal2020」
の
ア
ー
チ
が
架
か
り
、
観
光
客
倍
増

計
画
へ
の
大
き
な
期
待
を
感
じ
さ
せ
た
。

登
山
基
地
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
か
ら
の
行
程
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
予
定

通
り
進
ん
だ
が
、3
月

日
グ
ン
サ
か
ら
カ
ン
バ
チ
ェ
ン
に
移
動
中
、

20

コ
ス
モ
ト
レ
ッ
ク
の
柳
原
さ
ん
か
ら
の
電
話
で
、
国
際
線
の
運
航
が

停
止
さ
れ
た
こ
と
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
発
令
さ
れ
そ
う
な
こ
と
と
、

ネ
パ
ー
ル
国
内
の
日
本
人
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
に
日
本
政
府
の

チ
ャ
ー
タ
ー
便
が
4
月

日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
と
の
連
絡
が
あ
っ

11

た
。
踏
査
を
中
断
し
て
帰
国
す
べ
き
か
ど
う
か
迷
っ
た
が
、
続
行
す

る
こ
と
に
し
て
電
話
を
切
っ
た
。

日
に
は
ネ
パ
ー
ル
国
内
へ
の
外
国
人
の
入
国
も
禁
止
と
な
っ
て

14
い
た
の
で
、
踏
査
中
に
会
っ
た
ト
レ
ッ
カ
ー
も
セ
レ
レ
・
キ
ャ
ン
プ
、

グ
ン
サ
、
カ
ン
バ
チ
ェ
ン
で
そ
れ
ぞ
れ
数
人
だ
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ

に
関
す
る
情
報
は
、
ネ
パ
ー
ル
国
内
の
感
染
状
況
を
毎
日
ラ
ジ
オ
で

聞
い
て
い
た
。
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
北
面
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
往

復
後
、
カ
ン
バ
チ
ェ
ン
か
ら
グ
ン
サ
に
戻
る
途
中
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
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「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
中
止
」
と
ネ
パ
ー
ル
国

内
の
「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
開
始
」
を
知
っ
た
。
グ
ン
サ
で
は
W
i-Fiが

使
え
た
が
、
通
信
状
況
が
悪
く
本
部
に
近
況
報
告
を
し
た
だ
け
で
、

最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
を
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
ヤ

ン
ポ
デ
ィ
ン
で
感
染
疑
い
が
出
て
、
村
か
ら
村
を
跨
ぐ
移
動
も
禁
止

さ
れ
た
が
、踏
査
隊
は
警
察
官
が
駐
在
し
て
い
る
グ
ン
サ
を
出
発
し
、

最
奥
の
村
ヤ
ン
マ
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。

4
月

日
、
パ
ブ
ク
カ
ン
登
山
後
は
予
定
通
り
の
日
程
で
オ
ラ
ン

11

チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ
に
到
着
、
駐
在
し
て
い
る
警
察
官
に
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

の
状
況
確
認
を
し
た
が
、
電
話
が
通
じ
ず
不
明
と
い
う
こ
と
で
移
動

を
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

日
に
到
着
し
た
レ

12

レ
ッ
プ
の
警
察
署
に
赴
く
と
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
へ
の
移
動
は
禁
止
だ
と

告
げ
ら
れ
、
状
況
は
一
変
し
た
。
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
の
本
署
と
の
連
絡

を
依
頼
す
る
が
、
昨
日
の
雷
で
電
話
の
中
継
器
が
壊
れ
通
話
が
で
き

な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
も
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
で
の
車
の
手
配
に
は
Ｏ
Ｋ

を
貰
い
、
村
役
場
の
職
員
の
W
i-Fiを
使
っ
て
車
の
チ
ャ
ー
タ
ー
を

依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
車
で
の
移
動
の
目
途
が
つ
い
た
の
で

ポ
ー
タ
ー
を
解
雇
、
賃
金
の
支
払
い
を
済
ま
せ
た
。
日
中
の
大
人
数

で
の
移
動
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
は
夜
通
し
歩
い
て
タ
プ

レ
ジ
ュ
ン
に
戻
る
と
い
う
。

回
の
検
問

63
日
、昨
日
の
う
ち
に
到
着
し
て
い
た
ジ
ー
プ
に
隊
員
と
ガ
イ
ド
、

15
コ
ッ
ク
、
カ
ト
マ
ン
ズ
・
ポ
ー
タ
ー
3
名
と
屋
根
に
装
備
を
載
せ
て

出
発
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
お
陰
で
、
い
つ
も
は
ト
レ
ッ

カ
ー
で
賑
わ
う
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
の
町
も
今
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
バ

ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
や
商
店
街
に
も
人
影
は
な
く
、
運
良
く
開
い
て
い
た

リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
に
落
ち
着
い
た
。
も
ち
ろ
ん
宿
泊
客
は
わ
れ
わ
れ

だ
け
で
あ
る
。
や
っ
と
W
i-Fiが
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
在

ネ
パ
ー
ル
日
本
大
使
館
の
安
全
情
報
を
確
認
、
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
に
到

着
し
た
報
告
と
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
の
通
行
許
可
の
手
配
を
所
轄
官
庁

に
図
っ
て
く
れ
る
よ
う
要
請
し
た
。
そ
の
後
、
大
使
館
領
事
班
の
根

本
さ
ん
か
ら
連
絡
が
あ
り
、必
要
書
類
の
提
出
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、

4
月

日
ま
で
の
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
の
延
長
と
、
4
月

日
ま
で
の
国

27

30

際
線
の
運
航
中
止
を
確
認
し
た
。
翌
日
、
所
轄
事
務
所
へ
通
行
許
可

の
取
得
に
行
く
が
、
許
可
は
出
な
か
っ
た
。
大
使
館
と
の
連
絡
で
、

内
務
省
の
許
可
を
取
得
す
る
た
め
に
日
本
へ
の
帰
国
便
の
予
約
証
明

が
必
要
と
の
こ
と
。
コ
ス
モ
ト
レ
ッ
ク
に
連
絡
し
、
ダ
ミ
ー
の
航
空

券
の
入
手
を
依
頼
し
た
。

日
、

時
過
ぎ
に
ダ
ミ
ー
の
予
約
証
明
を
入
手
し
て
大
使
館
に

17

13

送
付
し
た
。
併
せ
て
ビ
ザ
の
有
効
期
限
が
5
月

日
ま
で
で
あ
る
こ

28

と
を
伝
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
大
使
館
よ
り
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
地
区
管
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4 月 26 日
日本では非常事態宣言が、5月 6日までから 5月末までに延長された5月 4日

上記、ネパール人の 32歳男性が、新型コロナウイルスに感染していたと発表

ロックダウンを 5月 18 日まで国際線フライト停止を 5月 31 日まで延長5月 6日
在ネ日本大使館の安全情報でカトマンズの旅行代理店の日本行チャーター
便の運航予定を知る

5月 11 日

1 月 24 日
ネパール人初の感染者の男性が武漢より帰国し発症、入院（17 日退院）

在ネ日本大使館の安全情報でチャーター便の運航予定の連絡がある5月 12 日
在ネ日本大使館の安全情報でチャーター便利用の際は大使館発行のレター
持参することの連絡がある

5月 13 日

1 月 14 日

3 月 29 日

在ネ日本大使館より、ネパール国内滞在で、カトマンズへの移動手段がな
い旅行者への連絡要請

3月 30 日

ネパール官公庁は 4月 3日深夜まで、帰国希望の外国人を地方からカトマ
ンズに移送するが、4月 4日以降移送中止を発表。4日以降は、移動手段は
自ら手配またChief District Officer の承認必要

4月 1日

在ネ日本大使館より、日本行きのチャーター便（ネパール航空）の搭乗希
望調査

4月 1日

ネパール政府ハイレベル委員会、ロックダウンを 4 月 15 日まで延長する
ことを決定

4月 6日

国際線運航停止を 4月 30 日まで延長することを決定4月 7日
ネパールから日本（成田）行チャーター第 1便が運行される4月 10 日
ネパール／国際線フライト停止を 5月 15 日まで延長4月 25 日
ネパール／ロックダウンを 5月 7日まで延長

5月 16 日
出典：在ネパール日本国大使館、他

アライバルビザの発給停止を 5カ国の他にフランス、ドイツ、スペインを
追加。健康証明書の有効期限をネパールに入国する最大 7日前までとする
決定をした

3月 10 日

3 月 14 日から、4月 30 日までの間、すべての外国人に対するアライバルビ
ザの発行停止、PCR 検査結果の提出、すべての外国人は入国後 14 日間自
主隔離措置を執る、2020 年春の期間の全ての登山許可証の発行停止を発表

3月 13 日

3 月 22 日から 31 日まで、すべての国際線の運行停止を決定、23 日から長
距離移動バスの運行停止

3月 20 日

ネパール／国内 2 例目の感染者が報告される。3 月 24 日～31 日のロック
ダウン（外出禁止）決定、Visit Nepal Year（ネパール観光年）2020 の中止
を決定

3月 23 日

在ネパール日本大使館、ネパール滞在の短期旅行者の滞在状況確認「旅レ
ジ」に掲載

3月 24 日

外務省海外安全情報（危険情報）が全世界レベル 2に（不要不急の渡航は
止めて下さい）

3月 25 日

ロックダウンを 4 月 7 日まで、国際線運航停止を 4 月 15 日まで延長する
決定がされる

日本からの入国者に対して、ネパール入国時のスクリーニング強化を発表2月 26 日
3 月 10 日より日本、中国、韓国、イタリア、イランの 5カ国のアライバル
ビザ発給停止を発表

3月 3日

5 カ国の国籍者に対し、ネパール入国の際、健康証明書の提出を求めると
発表

3月 4日

ネパール／同国初めての死者が報告される

ネパール国内における新型コロナウイルス対応



理
事
務
所
宛
の
レ
タ
ー
を
受
け
取
り
提
出
、
ほ
ど
な
く
通
行
許
可
証

が
発
行
さ
れ
た
。
地
区
管
理
事
務
所
所
長
か
ら
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で
の

道
中
、

回
以
上
の
検
問
が
待
ち
構
え
て
い
る
と
脅
か
し
の
演
説
を

70

聞
い
た
後
、
慌
た
だ
し
く
荷
物
を
纏
め
て
ホ
テ
ル
を
後
に
し
た
。
出

発
5
分
後
に
は
早
く
も
1
回
目
の
検
問
が
あ
っ
た
。
カ
ベ
リ
・
コ
ー

ラ
に
架
か
る
橋
の
袂
で
の
3
回
目
の
検
問
で
は
、
防
護
服
に
身
を
包

ん
だ
係
官
に
よ
る
検
温
も
行
な
わ
れ
た
。

回
目
の
検
問
が
終
わ
っ

12

た
後
、
イ
ラ
ム
郊
外
の
ホ
テ
ル
に
到
着
し
た
。
ダ
ル
バ
ー
ト
を
ビ
ー

ル
で
流
し
込
み
、
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
た
時
に
は

時
を
過
ぎ
て
い

22

た
。

日
、
暗
闇
の
な
か
、

時
に
ホ
テ
ル
を
出
発
し
た
。
今
日
も
幹

18

3

線
道
路
に
合
流
し
た
4
時
過
ぎ
か
ら
検
問
が
始
ま
っ
た
。
夜
が
明
け

る
と
と
も
に
検
問
の
回
数
が
増
え
て
、
多
い
時
に
は
1
時
間
に

回
10

前
後
も
行
な
わ
れ
、
橋
の
両
端
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
げ
ん

な
り
し
た
。
出
発
し
て
か
ら

時
間
以
上
が
過
ぎ
た

時

分
、
夕

15

17

39

暮
れ
の
カ
ト
マ
ン
ズ
市
内
に
入
っ
て
、
最
後
の
検
問
と
な
る

回
目

63

が
終
わ
っ
た
。
い
つ
も
は
車
と
人
の
往
来
で
ご
っ
た
が
え
す
喧
騒
の

街
も
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
で
車
の
往
来
や
外
出
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て

お
り
、
人
影
は
な
か
っ
た
。
長
期
滞
在
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た

の
で
、コ
ス
モ
ト
レ
ッ
ク
の
事
務
所
に
寝
泊
ま
り
す
る
こ
と
に
し
た
。

カ
ト
マ
ン
ズ
で
の
生
活

事
務
所
で
の
生
活
は
、
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
起
床
後

の
ス
ト
レ
ッ
チ
や
洗
濯
、
隊
荷
の
整
理
、
読
書
に
費
や
し
た
。
5
月

日
に
は
第
1
回
グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
の
報
告
会

13を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
な
っ
た
。
食
事
は
敷
地
内
の
家
族
に
3
食
作
っ

て
も
ら
っ
た
の
で
問
題
な
か
っ
た
。
滞
在
し
た

日
間
の
う
ち
、
踏

27

査
隊
の
コ
ッ
ク
の
家
（
徒
歩

分
）
の
食
事
会
に
呼
ば
れ
た
以
外
、

15

一
歩
も
事
務
所
の
敷
地
内
か
ら
は
出
な
か
っ
た
。
W
i-Fiと
の
通
信

状
態
は
良
好
で
、国
内
外
の
ニ
ュ
ー
ス
の
入
手
に
は
問
題
な
か
っ
た
。

ま
た
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
取
材
班
の
貫
田
宗
男
氏
と
も
連
絡
を
取
り
合
い
、

チ
ャ
ー
タ
ー
便
の
チ
ケ
ッ
ト
手
配
の
労
を
取
っ
て
も
ら
っ
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
お
陰
で
、
2
0
0
万
人
の
観
光
客
を
見

込
ん
で
い
た
観
光
年
は
頓
挫
し
、
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
の
中
止
に
よ
る

損
失
だ
け
で
も
3
0
0
億
円
に
上
る
と
い
う
。
ネ
パ
ー
ル
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
影
響
は
計
り
知
れ
ず
、
今
後
の
外
貨
獲
得
に

は
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
い
る
。

｢グレート・ヒマラヤ・トラバース｣の幕開け
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カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
撮
影
記

―
―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
攻
防
戦

中
島
健
郎

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
前
倒
し

例
年
通
り
の
年
報
で
あ
れ
ば
、
海
外
遠
征
の
原
稿
依
頼
で
執
筆
し

た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ま
さ
か
今
回
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
依
頼
を
さ

れ
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
2
0
2
0

年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
世
界
中
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
で
は
1
月
早
々
に
感
染
確
認
さ
れ
、
多
く

の
国
へ
の
海
外
渡
航
が
制
限
さ
れ
た
。
そ
ん
な
な
か
、
海
外
へ
行
っ

て
登
山
を
し
て
き
た
チ
ー
ム
が
い
る
と
い
う
だ
け
で
希
少
価
値
が
高

い
。
普
段
な
ら
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
僕
た
ち
に
も
、
白

羽
の
矢
が
立
っ
た
。
そ
も
そ
も
撮
影
記
と
聞
く
と
、
僕
な
ら
読
む
の

を
後
回
し
に
し
て
し
ま
う
内
容
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
撮
影
の
旅
で

は
な
く
、
こ
の
状
況
下
で
い
か
な
る
苦
悩
と
困
難
、
気
付
き
が
あ
っ

た
か
が
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
、
と
思
い
執
筆
し
て
い
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
撮
影
と
な
る
と
、
何
よ
り
準
備
が
大
切
だ
。
2
ヶ
月

に
も
及
ぶ
期
間
に
な
る
の
で
、
撮
影
機
材
は
も
ち
ろ
ん
、
食
糧
や
装

備
な
ど
現
地
で
は
手
に
入
ら
な
い
物
資
の
手
配
で
、
出
発
前
は
バ
タ

バ
タ
と
忙
し
い
。
出
発
当
日
は
撮
影
機
材
だ
け
で
も
相
当
な
物
量
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
超
過
手
荷
物
料
金
を
考
え
る
と
出
来
る
だ
け

Ｅ
Ｍ
Ｓ
（
国
際
ス
ピ
ー
ド
郵
便
）
で
別
送
し
た
方
が
安
く
な
る
。
そ

の
Ｅ
Ｍ
Ｓ
梱
包
作
業
中
の
慌
た
だ
し
い
最
中
に
1
通
の
メ
ー
ル
が
舞

い
込
ん
だ
。
件
名
に
は
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
前
倒
し
」
の
文
字
。
こ
ん

な
忙
し
い
時
に
何
事
か
と
思
っ
た
ら
、
予
定
の
1
週
間
後
を
待
っ
て

い
た
ら
発
て
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
出
発
日
を
前
倒
し
に
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出
来
な
い
か
と
い
う
番
組
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
か
ら
の
相
談
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
巷
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
学
校

が
休
校
に
な
る
な
ど
、
感
染
拡
大
が
続
い
て
い
た
。
海
外
か
ら
の
入

出
国
も
同
じ
よ
う
に
、
状
況
は
日
々
悪
化
し
て
い
た
。
目
の
前
に
広

が
っ
て
い
る
の
は
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
で
発
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
装
備
や

食
糧
の
山
。
今
ま
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
パ
ッ
キ
ン
グ
リ
ス
ト
を

作
成
し
て
梱
包
し
て
い
た
の
が
、
急
に
ど
う
で
も
よ
く
な
り
、
一
気

に
ガ
バ
ー
っ
と
段
ボ
ー
ル
に
ぶ
ち
込
ん
で
ガ
ム
テ
ー
プ
で
封
を
し

た
。3

月

日
、
予
定
よ
り
5
日
早
め
て
成
田
に
集
合
。
国
際
線
で
カ

10

ウ
ン
タ
ー
に
並
ば
な
く
て
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
が
出
来
る
な
ん
て
初
め
て

の
経
験
だ
。
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
を
済
ま
せ
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
向
か
う

と
い
う
段
階
で
、「
ち
ょ
っ
と
待
て
」
と
な
っ
た
。
僕
自
身
は
す
っ
か

り
出
発
す
る
気
満
々
で
あ
っ
た
が
、
今
一
度
ど
う
す
る
か
の
話
し
合

い
が
持
た
れ
た
。
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
し
て
今
さ
ら
行
か
な
い
と
い
う
選

択
肢
が
あ
る
こ
と
に
正
直
驚
い
た
が
、
出
国
す
る
と
無
事
に
帰
っ
て

来
ら
れ
る
と
い
う
補
償
も
な
い
。
旅
を
中
止
す
る
理
由
を
並
べ
た
ら

キ
リ
が
な
い
が
、
わ
ず
か
な
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
、
な
ん
と
か
活

か
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
だ
け
だ
。

分
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
会
議

30

は
、
最
終
的
に
チ
ー
ム
と
し
て
向
か
う
と
い
う
決
断
が
な
さ
れ
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
で
乗
り
継
い
で
、

時
間
後
に
は
予
定
通
り
ネ
パ
ー

15

ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
へ
着
陸
。
日
本
は
感
染
拡
大
国
に
指
定
さ
れ

て
い
た
の
で
入
国
管
理
で
の
審
査
の
目
は
厳
し
か
っ
た
が
、
必
要
書

類
を
用
意
し
て
い
た
の
で
無
事
入
国
出
来
た
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
合

わ
ず
、
1
名
だ
け
後
発
で

日
に
カ
ト
マ
ン
ズ
に
到
着
。
同
日
に
今

13

年
の
エ
ベ
レ
ス
ト
な
ど
の
遠
征
隊
は
す
べ
て
中
止
が
決
定
し
、
翌
日

か
ら
は
到
着
ビ
ザ
も
発
給
し
な
く
な
っ
た
。
予
定
通
り

日
に
出
発

15

し
て
い
た
ら
、
Ｅ
Ｍ
Ｓ
の
梱
包
作
業
は
す
べ
て
水
の
泡
と
な
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。

当
時
、
ネ
パ
ー
ル
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
数
は
一
桁
し
か
報
告

さ
れ
て
お
ら
ず
、
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
は
感
染
者
が
出
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
住
民
た
ち
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
気
遣
っ

て
い
る
と
い
う
雰
囲
気
は
な
い
。
観
光
客
は
ほ
と
ん
ど
歩
い
て
お
ら

ず
、人
気
レ
ス
ト
ラ
ン
も
予
約
な
し
で
入
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
が
、

普
段
の
よ
う
な
活
気
が
な
い
の
が
寂
し
い
。
路
上
の
物
売
り
は
い
つ

も
以
上
に
必
死
に
な
っ
て
集
ま
っ
て
、な
か
な
か
引
き
下
が
ら
な
い
。

観
光
客
が
激
減
し
て
い
る
状
況
で
は
、
日
々
の
生
活
費
を
稼
ぐ
の
も

ま
ま
な
ら
な
い
様
子
だ
。

当
初
は
陸
路
を
使
用
し
て
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
域
の
麓
ま
で

行
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
一
刻
も
早
く
山
へ
入
ら
な
い
と
、
い
つ
入

山
規
制
が
か
か
る
か
分
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
、

日
に
は
ト
レ
ッ

14

カンチェンジュンガ撮影記
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キ
ン
グ
玄
関
口
の
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
へ
フ
ラ
イ
ト
。
本
来
な
ら
ま
だ
日

本
で
出
発
準
備
に
追
わ
れ
て
い
た
は
ず
が
、
い
き
な
り
標
高
2
4
0

0
ｍ
へ
降
り
立
っ
た
た
め
、
な
か
な
か
山
モ
ー
ド
に
切
り
替
わ
ら
な

い
。
し
か
し
、
肌
身
に
感
じ
る
澄
ん
だ
冷
気
と
、
は
る
か
遠
く
に
見

え
た
大
き
な
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
に
、気
持
ち
は
抑
え
き
れ
な
い
。

も
は
や
こ
こ
ま
で
来
た
ら
、
あ
と
は
山
へ
向
う
だ
け
。
さ
す
が
に
こ

こ
ま
で
来
る
と
、
マ
ス
ク
を
着
け
て
い
る
人
は
お
ら
ず
、
従
来
通
り

の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｔ
を
行
く

今
回
の
目
的
は
グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
レ
イ
ル
（
以
下
、
Ｇ

Ｈ
Ｔ
）
撮
影
の
旅
で
、
昨
年
の
マ
カ
ル
ー
、
エ
ベ
レ
ス
ト
山
域
に
続

い
て
第
3
弾
と
な
る
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
域
へ
向
か
う
。
東
西

に
1
7
0
0
㎞
続
く
こ
の
道
は
、
世
界
で
最
も
標
高
の
高
い
ト
レ
イ

ル
で
あ
る
が
、
大
半
は
山
岳
民
族
の
生
活
の
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
。
す
べ
て
を
踏
破
す
る
に
は
、
通
常
5
ヶ
月
ほ
ど
か
か
っ
て
し

ま
う
が
、
欧
米
の
ト
レ
ッ
カ
ー
な
ど
に
は
人
気
の
ト
レ
イ
ル
の
一
つ

で
、
セ
ク
シ
ョ
ン
ご
と
に
分
け
て
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
ド
ロ
ー

ン
な
ど
も
駆
使
し
て
、
今
ま
で
に
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
景
色
を
撮

り
た
い
と
い
う
一
心
で
始
ま
っ
た
撮
影
の
旅
で
あ
る
。

少
し
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
知
っ
て
い
る
人
な
ら
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
と

い
う
ワ
ー
ド
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、そ
れ
が
ど
こ
に
あ
っ
て
、

ど
れ
ほ
ど
日
数
が
か
か
る
か
な
ど
知
ら
な
い
。
か
く
言
う
私
も
そ
の

一
人
だ
っ
た
が
、
現
在
は
ジ
ー
プ
道
が
延
び
続
け
て
お
り
、
途
中
の

行
程
を
大
幅
に
ス
キ
ッ
プ
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
タ
プ
レ

ジ
ュ
ン
か
ら
イ
ラ
ダ
ン
ダ
村
の
少
し
手
前
ま
で
林
道
が
進
ん
で
お

り
、
ジ
ー
プ
で
快
走
。
今
日
は
歩
く
予
定
は
な
さ
そ
う
だ
と
思
っ
て

サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
の
ド
ラ
イ
ブ
気
分
だ
っ
た
の
が
、
突
然
、
車
道

が
終
わ
り
、
荷
物
と
ポ
ー
タ
ー
と
わ
れ
わ
れ
は
降
ろ
さ
れ
た
。
歩
道

は
河
岸
近
く
を
通
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
下
る
の
？

と
い
う
ジ
ャ

ン
グ
ル
の
急
斜
面
を
下
る
こ
と
か
ら
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
が
始
ま
っ
た
。

藪
漕
ぎ
斜
面
を
下
る
と
突
然
、
街
道
に
出
た
。
見
慣
れ
た
街
道
風

景
だ
が
、
何
か
が
違
う
。
あ
ま
り
気
に
せ
ず
に
し
ば
ら
く
歩
い
て
い

た
が
、
や
は
り
物
足
り
な
い
。
そ
れ
は
す
れ
違
う
人
や
動
物
が
ほ
と

ん
ど
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
段
な
ら
ト
レ
ッ
カ
ー
や
荷
物

を
運
ぶ
ロ
バ
な
ど
で
、
す
れ
違
い
が
面
倒
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、

声
を
か
け
て
く
れ
た
り
、
立
ち
休
憩
し
た
り
と
、
そ
ん
な
時
間
も
悪

く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
切
な
く
な
る
と
、
た
だ
単
調
に
歩
く
だ

け
。
も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
静
か
な
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
わ
れ
わ
れ
だ
け
で

満
喫
で
き
る
と
い
う
の
は
と
て
も
贅
沢
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
な
ん

だ
か
物
足
り
な
さ
も
感
じ
て
い
た
。

そ
ん
な
こ
と
も
2
日
目
に
は
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
。
タ
モ
ー
ル
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カンチェンジュンガ南面。左から主峰、中央峰、南峰

カンチェンジュンガ北面。パンペマより望む

｢グレート･ヒマラヤ･トラバース」の幕開け



90

まだ遠いパブクカン頂上(右奥)

パブクカン最高到達地点から南西に見える山々
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5920 m、最高到達地点から南東に見える山々

パブクカン(中央)を遠望する
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ドーモ南東峰の 6000 m付近から望むカンチェンジュンガ北面。圧倒的な山容の大きさだ
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重量に限界があるため、厳選された撮影機材ボクタ・ピーク山頂にて
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ボクタ・ピークから北東を展望する。左からジャヌー、カンバチェン、ヤルン・カン、主峰、中央峰、南峰、カブルー
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ボクタ・ピーク 5900 m付近の最後の登り



川
に
沿
っ
て
快
適
な
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
が
始
ま
っ
た
と
思
っ
た
翌
日
に

は
、
突
如
、
林
道
が
現
わ
れ
た
。
実
は
中
国
が
協
力
し
て
チ
ベ
ッ
ト

国
境
か
ら
ず
っ
と
道
を
造
っ
て
お
り
、
貫
通
す
る
ま
で
あ
と
わ
ず
か

と
い
う
所
ま
で
延
び
て
い
た
の
だ
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
影
響

で
工
事
自
体
は
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
た
が
、
こ
ん
な
奥
地
で
車
道
を
歩

く
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
恐
る
べ
し
、
チ
ャ
イ
ナ
パ
ワ
ー
。

早
々
に
2
日
目
で
オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ
に
た
ど
り
着
く
。
こ
の

村
は
チ
ベ
ッ
ト
と
の
国
境
か
ら
近
い
だ
け
あ
っ
て
、
昔
か
ら
交
易
の

街
と
し
て
栄
え
て
お
り
、
建
物
自
体
は
古
い
が
多
く
の
人
々
が
昔
な

が
ら
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
主
に
ヤ
ク
の
バ
タ
ー
や
肉
、
絨
毯
な

ど
を
中
国
へ
売
っ
て
日
用
品
や
食
料
を
買
っ
て
売
る
交
易
だ
。
も
ち

ろ
ん
今
は
国
境
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
た
め
、
村
の
活
気
も
な
く
、
子

ど
も
や
ヤ
ギ
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
ぐ
ら
い
。
商
店
を
覗
い
て
も
、

寂
し
そ
う
に
タ
バ
コ
を
ふ
か
し
て
い
る
店
主
が
い
る
だ
け
。
こ
ん
な

状
況
下
で
一
番
売
れ
て
い
る
の
は
何
か
と
聞
く
と
、
タ
バ
コ
で
あ
っ

た
。
約
1
8
0
0
円
で
中
国
か
ら
仕
入
れ
て
き
た
1
カ
ー
ト
ン
は
、

こ
こ
で
は
2
1
0
0
円
で
売
ら
れ
て
い
る
。
安
い
の
か
高
い
の
か
よ

く
分
か
ら
な
い
が
、
貴
重
な
現
金
収
入
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な

い
も
の
の
、
国
境
が
開
く
ま
で
に
在
庫
が
な
く
な
ら
な
い
か
心
配
で

あ
る
。

オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ
か
ら
い
よ
い
よ
Ｇ
Ｈ
Ｔ
を
東
端
に
向
け
て

出
発
す
る
と
い
う
段
階
に
な
っ
て
、
天
候
が
急
変
。
こ
れ
ま
で
の
ポ

カ
ポ
カ
陽
気
が
一
転
し
、
朝
起
き
る
と
真
っ
白
の
銀
世
界
が
広
が
っ

て
い
る
。
こ
の
積
雪
で
5
0
0
0
ｍ
近
い
峠
を
越
え
る
の
は
、
穴
開

き
ス
ニ
ー
カ
ー
を
履
い
た
ポ
ー
タ
ー
達
に
は
厳
し
い
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
二
手
に
分
か
れ
る
こ
と
に
し
た
。
装
備
貧
弱
シ
テ
ィ
ポ
ー
タ
ー
に

は
Ｇ
Ｈ
Ｔ
を
外
れ
て
安
全
な
遠
回
り
ル
ー
ト
へ
行
っ
て
も
ら
い
、
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
シ
ェ
ル
パ
や
高
所
慣
れ
し
た
ポ
ー
タ
ー
、
そ
し
て
わ
れ

わ
れ
撮
影
チ
ー
ム
は
最
低
限
の
機
材
と
食
料
、
幕
営
具
を
選
別
し
て

ナ
ン
グ
ラ
峠
を
目
指
し
た
。

峠
手
前
か
ら
は
雪
が
深
く
な
り
ラ
ッ
セ
ル
地
獄
と
な
る
。
そ
れ
ま

で
意
気
揚
々
と
は
し
ゃ
い
で
い
た
ポ
ー
タ
ー
達
は
い
っ
さ
い
前
を
歩

か
な
く
な
り
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
シ
ェ
ル
パ
が
先
頭
を
行
く
。
し
ば
ら

く
は
頑
張
っ
て
い
た
も
の
の
、
な
か
な
か
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
ら
ず
渋

滞
に
な
る
。
峠
か
ら
の
景
色
を
撮
影
す
る
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
の

で
天
候
の
良
い
午
前
中
に
は
抜
け
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
ま

ま
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
道
中
の
撮
影
は
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
、
日
本

人
シ
ェ
ル
パ
の
私
が
先
頭
を
切
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
ク
ラ
イ
ミ
ン

グ
シ
ェ
ル
パ
は
そ
れ
ほ
ど
ラ
ッ
セ
ル
に
は
慣
れ
て
お
ら
ず
、
黒
部
横

断
な
ど
で
慣
れ
て
い
た
私
の
方
が
圧
倒
的
に
早
か
っ
た
。
日
本
の
豪

雪
と
湿
雪
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
こ
と
は
対
処
で
き
る
と

確
信
し
た
。
し
か
し
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
こ
れ
ほ
ど
真
面
目
に
ラ
ッ
セ
ル
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グンサ村で出会ったグレート・ヒマラヤ・トラバース隊と記念撮影

NHK撮影隊の、左から渉外・貫田、撮影・門谷、ディレクター・山田、撮影出演・石井



し
た
こ
と
あ
っ
た
か
な
、
と
思
う
ほ
ど
の
腰
ま
で
ラ
ッ
セ
ル
を
2
時

間
続
け
て
よ
う
や
く
峠
に
到
着
。
残
念
な
が
ら
峠
に
到
着
し
た
の
は

午
後
を
回
っ
て
お
り
、
辺
り
一
面
真
っ
白
の
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
で

あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
シ
ェ
ル
パ
達
と
の
堅
い
絆
が
生
ま
れ
た
。
余
談

だ
が
、
サ
ポ
ー
ト
隊
長
の
「
天
国
じ
じ
い
」
貫
田
宗
男
率
い
る
遠
回

り
隊
は
、
1
日
遅
れ
で
グ
ン
サ
に
到
着
。
歩
行
距
離
は
圧
倒
的
に
長

い
の
だ
が
、
み
ん
な
清
々
し
い
顔
。「
い
や
ぁ
、
亜
熱
帯
の
気
候
で
植

生
が
豊
か
。
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
も
き
れ
い
で
し
た
」と
、わ
れ
わ
れ
が
ラ
ッ

セ
ル
地
獄
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
こ
ろ
、
存
分
に
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を

満
喫
し
て
い
た
よ
う
だ
。

こ
こ
グ
ン
サ
村
は
昔
か
ら
人
が
1
年
を
通
し
て
生
活
し
て
い
る
最

奥
の
村
で
、
畑
が
多
く
生
活
の
営
み
が
今
も
感
じ
ら
れ
る
。
ト
レ
ッ

カ
ー
向
け
の
ロ
ッ
ジ
も
多
く
あ
る
の
だ
が
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
ほ
と

ん
ど
が
閉
鎖
。
泊
ま
れ
る
宿
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
偶
然
に
も
隣
の

ロ
ッ
ジ
か
ら
関
西
弁
が
聞
こ
え
て
く
る
で
は
な
い
か
。
な
ん
と
重
廣

恒
夫
隊
長
率
い
る
日
本
山
岳
会
創
立
1
2
0
周
年
記
念
事
業
の
グ

レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
隊
で
あ
っ
た
。
海
外
の
ト
レ
ッ

カ
ー
す
ら
い
な
い
こ
ん
な
村
で
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
を
初
縦
走
し

た
本
人
と
出
会
う
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
当
時
の
話
を
伺
い

つ
つ
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
が
美
し
く
見
え
る
瞬
間
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
。

わ
れ
わ
れ
一
行
は
Ｇ
Ｈ
Ｔ
の
東
端
を
目
指
し
て
北
上
。
こ
の
先
は

ト
レ
ッ
カ
ー
が
い
な
い
の
で
宿
も
開
い
て
い
な
い
た
め
、
ロ
ッ
ジ
の

オ
ー
ナ
ー
を
連
行
し
て
宿
を
確
保
す
る
。
す
る
と
今
ま
で
と
は
ま
た

違
っ
た
出
会
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ウ
ン
コ
の
多
い
こ
と
。
も
ち
ろ

ん
人
間
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
ヤ
ク
や
ロ
バ
な
ど
荷
運
び
動
物

の
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
普
段
街
道
沿
い
で
は
余
り
見
る
こ
と
の

な
い
ブ
ル
ー
シ
ー
プ
や
雪
豹
な
ど
、
野
生
動
物
の
も
の
だ
っ
た
。
ト

レ
ッ
カ
ー
が
来
な
く
な
っ
た
影
響
で
、
野
生
動
物
は
の
び
の
び
と
街

道
で
用
を
足
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
や
は
り
動
物

た
ち
も
不
安
定
な
岩
稜
帯
よ
り
は
、
フ
ラ
ッ
ト
な
街
道
の
方
が
落
ち

着
い
て
出
せ
る
よ
う
だ
。

ジ
ャ
ヌ
ー
の
勇
姿
を
撮
り
終
え
て
、
い
よ
い
よ
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ

ン
ガ
北
面
か
ら
本
峰
を
望
む
。
8
0
0
0
ｍ
峰
が
4
つ
も
連
な
っ
て

い
る
だ
け
あ
っ
て
、
山
容
が
大
き
す
ぎ
て
全
貌
が
見
渡
せ
な
い
。
6

0
0
0
ｍ
弱
の
ピ
ー
ク
へ
登
っ
て
、
ド
ロ
ー
ン
を
飛
ば
し
た
ら
全
容

が
見
渡
せ
る
か
と
期
待
し
た
も
の
の
、
敢
え
な
く
予
想
は
裏
切
ら
れ

る
。
な
ん
と
か
し
て
五
大
宝
蔵
と
呼
ば
れ
る
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ

山
群
の
5
つ
の
ピ
ー
ク
を
撮
影
し
た
い
。
地
図
と
睨
め
っ
こ
す
る

と
、
や
は
り
南
面
か
ら
あ
る
程
度
標
高
の
あ
る
山
へ
登
ら
な
け
れ
ば

見
渡
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
判
断
し
た
。
6
0
0
0
ｍ
ほ
ど
で
比
較
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的
登
り
や
す
そ
う
な
山
、
そ
れ
が
ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
。

グ
ン
サ
村
へ
一
旦
戻
っ
て
態
勢
を
立
て
直
す
。
と
こ
ろ
が
8
日
ぶ

り
に
戻
っ
て
き
た
村
は
状
況
が
一
変
し
て
い
た
。
ネ
パ
ー
ル
の
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
は
3
月

日
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

24

の
影
響
は
収
ま
る
ど
こ
ろ
か
ジ
ワ
ジ
ワ
と
感
染
者
数
が
増
え
、
こ
の

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
・
エ
リ
ア
に
ま
で
感
染
疑
い
の
症
状
が
あ
る

ネ
パ
ー
ル
人
が
現
わ
れ
た
。
そ
の
村
は
少
し
離
れ
た
場
所
な
の
で
、

影
響
は
な
い
か
と
思
え
た
が
、
ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
と
な
る
ヤ
ル
ン
谷
へ
行
く
許
可
が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ほ

か
の
人
と
の
接
触
を
極
力
避
け
る
た
め
に
新
た
な
ル
ー
ト
で
の
ト

レ
ッ
キ
ン
グ
は
禁
止
さ
れ
、
最
短
経
路
で
麓
の
街
に
戻
る
よ
う
に
指

示
が
出
さ
れ
た
。
早
く
下
り
た
と
し
て
も
国
際
線
は
止
ま
っ
て
い
る

し
、
チ
ャ
ー
タ
ー
便
が
す
ぐ
に
出
る
情
報
も
な
い
。
こ
こ
ま
で
準
備

し
て
き
て
、
途
中
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
は
悔
し
い
の
で
、
何
か
ほ

か
の
手
段
は
な
い
も
の
か
と
地
図
を
広
げ
て
い
た
ら
、
グ
ン
サ
村
か

ら
直
接
ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
へ
取
り
付
く
ル
ー
ト
を
見
つ
け
た
。
ジ
ャ

ヌ
ー
南
面
へ
延
び
る
ヤ
マ
タ
リ
氷
河
側
の
北
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し

て
南
面
の
通
常
ル
ー
ト
と
合
流
し
て
山
頂
を
目
指
せ
ば
、
ほ
か
の
人

と
触
れ
合
う
こ
と
も
な
く
登
山
が
出
来
る
。
現
地
警
察
に
確
認
を
取

る
と
、
そ
れ
な
ら
大
丈
夫
と
の
こ
と
で
、
ひ
と
安
心
し
た
も
の
の
、

こ
ち
ら
側
か
ら
登
っ
た
人
は
誰
も
い
な
い
と
の
こ
と
。
実
際
に
見
て

み
な
い
と
分
か
ら
な
い
が
、
最
後
の
可
能
性
に
か
け
て
、
わ
れ
わ
れ

は
グ
ン
サ
・
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
後
に
し
た
。

ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
登
頂

ア
ド
バ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
（
以
下
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
と
な
る
ヤ

マ
タ
リ
氷
河
右
岸
に
あ
る
ド
ゥ
ー
ド
・
ポ
カ
リ
ま
で
は
ヤ
ク
の
放
牧

道
が
あ
っ
て
快
適
な
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
だ
。
そ
の
先
は
登
山
記
録
が
な

い
箇
所
に
な
る
の
で
一
度
偵
察
に
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
か

ら
い
き
な
り
急
な
サ
イ
ド
モ
レ
ー
ン
を
下
り
氷
河
へ
下
り
立
つ
。
そ

し
て
左
岸
へ
横
断
す
る
の
だ
が
、
ク
レ
バ
ス
は
な
く
石
と
氷
の
ガ
ラ

場
歩
き
の
氷
河
だ
っ
た
の
で
、
ロ
ー
プ
は
必
要
な
か
っ
た
。
氷
河
横

断
は
あ
っ
さ
り
終
わ
り
、目
的
の
氷
河
末
端
ま
で
辿
り
着
い
た
た
め
、

泊
ま
り
装
備
を
持
っ
て
き
て
お
い
た
方
が
良
か
っ
た
の
か
？

と
、

一
瞬
後
悔
し
た
の
も
束
の
間
、
ブ
ル
ー
ア
イ
ス
の
懸
垂
氷
河
が
行
く

手
を
阻
む
。
今
回
は
完
全
に
油
断
し
た
装
備
で
来
て
お
り
、
縦
走
用

ア
ッ
ク
ス
1
本
に
平
爪
の
ア
イ
ゼ
ン
し
か
持
っ
て
き
て
い
な
い
。
同

行
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
シ
ェ
ル
パ
は
、
さ
ら
に
酷
い
こ
と
に
ハ
ー
ネ
ス

も
ア
イ
ゼ
ン
も
キ
ャ
ン
プ
に
置
い
て
き
た
と
い
う
。
お
い
お
い
、
何

し
に
来
た
ん
だ
、
お
ぬ
し
は
。

傾
斜
は
急
な
と
こ
ろ
で

度
、
登
攀
距
離
も

ｍ
ぐ
ら
い
な
の
で

60

80

弱
点
を
つ
け
ば
な
ん
と
か
手
持
ち
の
ス
ク
リ
ュ
ー
4
本
で
も
足
り
そ
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う
だ
っ
た
の
で
取
り
付
く
。
氷
は
硬
く
刺
さ
り
に
く
い
が
、
昔
の
人

は
こ
れ
よ
り
悪
い
装
備
で
登
っ
て
い
た
の
だ
な
と
思
え
ば
、
登
れ
な

い
ご
と
は
な
い
。
そ
の
先
は
な
だ
ら
か
に
見
え
た
氷
河
だ
っ
た
が
、

深
い
ラ
ッ
セ
ル
に
苦
し
め
ら
れ
目
標
の
ハ
イ
キ
ャ
ン
プ
建
設
予
定
地

5
6
0
0
ｍ
の
コ
ル
ま
で
ま
っ
た
く
届
か
ず
に
時
間
切
れ
と
な
っ

た
。
仕
方
な
く
登
攀
装
備
を
デ
ポ
し
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
ま
で
戻
る
こ
と
に
し

た
。偵

察
は
登
頂
日
並
み
に
疲
れ
た
1
日
と
な
っ
た
が
、
天
候
チ
ャ
ン

ス
は
あ
と
2
日
間
あ
る
。
2
泊
分
の
装
備
を
背
負
っ
て
、
翌
朝
、
Ａ

Ｂ
Ｃ
を
出
発
。
昨
日
の
デ
ポ
地
ま
で
は
ル
ー
ト
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
の
で
4
時
間
ほ
ど
で
到
着
。
そ
の
先
は
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
が
始
ま
る

が
、
ヒ
ド
ン
ク
レ
バ
ス
も
出
て
き
た
の
で
ロ
ー
プ
を
繫
い
で
行
動
す

る
。
撮
影
機
材
の
荷
揚
げ
の
た
め
に
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
シ
ェ
ル
パ
も

同
行
し
て
く
れ
て
は
い
る
が
、
ク
レ
バ
ス
に
墜
落
す
る
恐
れ
の
あ
る

場
所
で
は
、い
つ
の
間
に
か
後
方
へ
回
っ
て
い
て
先
頭
を
譲
ら
れ
る
。

ク
レ
バ
ス
を
縫
う
よ
う
に
進
む
が
、深
い
雪
で
ス
ピ
ー
ド
が
出
な
い
。

午
後
1
時
を
過
ぎ
る
と
周
囲
は
ガ
ス
に
包
ま
れ
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
。

ル
ー
ト
も
判
別
で
き
な
い
程
に
な
っ
た
の
で
、
コ
ル
手
前
の
5
5
0

0
ｍ
で
テ
ン
ト
を
張
り
、
翌
日
の
山
頂
ア
タ
ッ
ク
に
備
え
る
こ
と
に

し
た
。

久
し
ぶ
り
に
パ
ー
ト
ナ
ー
の
石
井
さ
ん
と
の
2
人
き
り
の
夜
。
撮
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影
と
な
る
と
機
材
や
バ
ッ
テ
リ
ー
が
多
く
な
る
た
め
、
な
ん
だ
か
ん

だ
サ
ポ
ー
ト
の
シ
ェ
ル
パ
が
同
行
し
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ

の
先
は
わ
れ
わ
れ
だ
け
。
石
井
さ
ん
は
探
検
部
出
身
で
あ
り
、
仕
事

と
し
て
高
所
登
山
な
ど
の
経
験
は
あ
る
も
の
の
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
人
の
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
は
高
く
、
フ
ォ
ロ
ー
で
あ
れ
ば
苦
戦
し
な
が
ら
も
、
な

ん
だ
か
ん
だ
つ
い
て
来
て
く
れ
て
い
た
。
明
日
は
ど
ん
な
ル
ー
ト
が

待
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
が
、天
候
さ
え
許
せ
ば
、山
頂
ま
で
行
っ

て
帰
っ
て
来
ら
れ
る
は
ず
。
山
頂
ア
タ
ッ
ク
前
夜
の
ワ
ク
ワ
ク
と
不

安
で
な
か
な
か
眠
れ
な
い
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
今
回
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
バ
ッ
テ
リ
ー
を
冷
気
か
ら
守
る
た
め
に
シ
ュ
ラ
フ

内
に
入
れ
て
い
る
が
、
そ
い
つ
に
身
体
の
体
温
も
奪
わ
れ
て
い
る
気

分
に
な
る
。
こ
っ
そ
り
2
人
の
シ
ュ
ラ
フ
の
間
に
挟
ん
で
、
な
ん
と

か
耐
え
抜
い
て
も
ら
お
う
。

朝
2
時
に
起
き
て
天
候
を
確
認
す
る
と
、
残
念
な
が
ら
周
辺
は
ホ

ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
。
も
う
1
時
間
仮
眠
を
取
っ
て
起
き
る
と
先
ほ
ど
の

霧
が
嘘
の
よ
う
に
な
く
な
り
、
満
天
の
星
空
が
輝
い
て
い
る
。
急
い

で
出
発
準
備
を
整
え
、
4
時

分
に
ハ
イ
キ
ャ
ン
プ
を
出
発
。
ヘ
ッ

15

ド
ラ
ン
プ
の
明
か
り
を
頼
り
に
、
1
時
間
ほ
ど
で
コ
ル
に
到
着
。

う
っ
す
ら
明
る
く
な
っ
て
、
よ
う
や
く
目
指
す
東
面
の
ル
ー
ト
が
見

え
て
き
た
。
広
い
雪
壁
か
ら
徐
々
に
狭
い
ル
ン
ゼ
状
に
な
り
、
傾
斜

が
強
く
な
り
だ
し
た
ら
東
稜
へ
出
て
稜
線
を
た
ど
る
。
基
本
的
に

ロ
ー
プ
は
出
発
か
ら
コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
ア
ス
で
繋
ぎ
っ
ぱ
な
し
で
、
危

険
な
箇
所
に
は
ス
ノ
ー
バ
ー
や
ア
イ
ス
・
ス
ク
リ
ュ
ー
を
中
間
支
点

に
取
っ
た
。
ス
タ
カ
ッ
ト
に
切
り
替
え
る
ほ
ど
の
難
所
は
な
い
が
、

滑
落
は
許
さ
れ
な
い
。
稜
線
に
出
て
か
ら
は
風
が
強
く
な
り
、
リ
ッ

ジ
の
上
も
ブ
ル
ー
ア
イ
ス
が
混
じ
っ
て
い
て
い
や
ら
し
い
。

「
健
郎
〜
、
こ
の
先
ど
う
か
な
？
」
石
井
さ
ん
の
足
が
ス
ト
ッ
プ
す

る
。

「
風
も
強
い
し
、
あ
ま
り
無
理
は
で
き
な
い
け
ど
、
行
き
た
い
？
」

行
き
た
い
か
ど
う
か
と
聞
か
れ
る
と
、
も
ち
ろ
ん
行
き
た
い
に
決

ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
パ
ー
ト
ナ
ー
が
行
か
な
い
と
な
る
と
1
人
で

行
く
と
い
う
判
断
は
で
き
な
い
。
ア
ル
パ
イ
ン
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
経

験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
石
井
さ
ん
が
、
フ
ォ
ロ
ー
で
は
あ
る
が
1
本
の

ア
ッ
ク
ス
で
よ
く
こ
こ
ま
で
つ
い
て
来
て
く
れ
て
い
た
。
今
回
は
山

頂
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
撮
影
が
目
的
の
旅
。
行
か
な
い
理
由
は
た

く
さ
ん
あ
る
が
、
ま
だ
朝
の
8
時
過
ぎ
で
天
候
も
安
定
し
て
い
る
。

「
…
…
行
き
た
い
。」

パ
ー
ト
ナ
ー
の
不
安
を
よ
そ
に
、自
然
と
言
葉
が
出
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
1
時
間
後
、
わ
れ
わ
れ
は
無
事
に
ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
東

峰
の
頂
に
い
た
。
奇
跡
的
に
風
も
弱
ま
り
、
五
大
宝
蔵
の
撮
影
と
空

撮
に
も
成
功
し
た
。
結
果
的
に
は
成
功
で
あ
っ
た
が
、
背
伸
び
を
し
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た
登
山
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
。
撮
影
で
し
か
お
互
い

に
ロ
ー
プ
を
結
ば
な
い
の
で
、
日
頃
か
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
よ
う

と
夜
の
テ
ン
ト
で
反
省
会
を
し
た
。

こ
の
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
・
エ
リ
ア
で
出
来
る
撮
影
は
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
本
来
の
予
定
の
次
の
エ
リ
ア
に
移
動
し
た
い
と

こ
ろ
だ
が
、
す
で
に
入
山
規
制
が
始
ま
っ
て
い
る
た
め
、
一
刻
も
早

く
日
本
へ
帰
国
す
る
ほ
か
は
な
さ
そ
う
。
感
染
者
は
日
に
日
に
増
加

し
て
チ
ン
タ
ラ
し
て
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、
国
内
線
も
国
際
線
も
飛

ん
で
は
い
な
い
。
な
ら
ば
、
せ
め
て
国
際
線
が
回
復
す
る
ま
で
山
中

で
待
機
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
い
つ
チ
ャ
ー
タ
ー
便

が
飛
ぶ
か
分
か
ら
な
い
状
況
で
は
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
ス
タ
ン
バ
イ
す

る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
カ
ト
マ
ン
ズ
へ
戻
る
の
も
一
筋
縄
で
は
行

か
な
い
。
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
中
で
国
内
移
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
は
在
ネ
パ
ー
ル
日
本
大
使
館
に
依
頼
し
て
、
ネ
パ
ー
ル
外
務
省
宛

に
カ
ト
マ
ン
ズ
帰
還
願
い
を
送
っ
て
も
ら
う
。
外
務
省
発
行
の
通
行

許
可
証
が
出
れ
ば
、
そ
れ
を
持
っ
て
現
地
警
察
に
移
動
許
可
を
お
願

い
す
る
。
ほ
か
に
も
帰
路
の
フ
ラ
イ
ト
予
約
や
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ホ
テ

ル
予
約
確
認
書
の
提
出
な
ど
を
求
め
ら
れ
、
手
続
き
に
丸
1
日
が
か

か
っ
た
。
よ
う
や
く
出
発
で
き
た
と
思
っ
た
ら
、
カ
ト
マ
ン
ズ
ま
で

ヶ
所
に
及
ぶ
検
問
。
医
療
体
制
の
乏
し
い
ネ
パ
ー
ル
と
あ
っ
て
、

70絶
対
に
感
染
を
広
め
な
い
と
い
う
本
気
度
合
い
は
分
か
る
が
、
そ
の
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度
ご
と
に
時
間
が
か
か
っ
て
仕
方
な
い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
や
商
店
も
開

い
て
お
ら
ず
、
開
い
て
い
る
の
は
薬
局
ぐ
ら
い
な
も
の
。
せ
っ
か
く

街
に
下
り
た
か
ら
美
味
し
い
ダ
ル
バ
ー
ト
を
夢
見
て
い
た
の
に
、
ま

さ
か
車
内
で
山
の
残
り
の
行
動
食
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
る
と
は
思
わ
な

か
っ
た
。

軟
禁
地
獄
の
カ
ト
マ
ン
ズ

1
泊
2
日
で
カ
ト
マ
ン
ズ
に
戻
っ
て
来
た
わ
れ
わ
れ
を
待
っ
て
い

た
の
は
、
酒
池
肉
林
の
カ
ト
マ
ン
ズ
・
ラ
イ
フ
で
は
な
く
、
軟
禁
地

獄
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
各
国
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
が
飛
ぶ
な
か
、
日

本
へ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
は
ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
に
登
っ
て
い
る
時
に
す

で
に
飛
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
は
延
長
を
繰
り
返
し

て
い
る
の
で
、
国
際
線
の
復
活
を
待
つ
よ
り
は
チ
ャ
ー
タ
ー
便
狙
い

と
な
る
。
食
事
は
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の
み
で
、
外
出
は
食
料
品

の
買
い
出
し
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
る
。
ホ
テ
ル
生
活
の
外
国
人
は
食

事
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
、基
本
的
に
出
歩
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

憧
れ
の
ホ
テ
ル
ラ
イ
フ
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
外
出
で
き
な

け
れ
ば
、
単
な
る
軟
禁
生
活
だ
。
し
か
し
、
人
間
と
は
不
思
議
な
も

の
で
、
3
日
が
過
ぎ
、
1
週
間
が
過
ぎ
て
き
た
頃
に
は
軟
禁
生
活
に

も
1
日
の
リ
ズ
ム
が
出
来
上
が
る
。
朝
起
き
て
ス
ト
レ
ッ
チ
と
ヨ

ガ
、
朝
食
を
食
べ
洗
濯
や
部
屋
の
掃
除
、
メ
ー
ル
の
返
信
を
し
て
い

た
ら
い
つ
の
間
に
か
お
昼
で
、
午
後
は
今
後
の
動
き
の
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ（
単
な
る
井
戸
端
会
議
が
多
い
）や
撮
影
な
ど
を
し
て
い
た
ら
あ
っ

と
い
う
間
に
夕
方
に
な
っ
て
い
る
。
2
週
間
が
過
ぎ
、
3
週
間
目
に

入
る
と
、
い
い
か
げ
ん
男
5
人
の
同
じ
顔
で
は
飽
き
て
く
る
。
軟
禁

生
活

日
目
、
噂
話
は
幾
度
と
な
く
あ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
正
式
に

24

3
日
後
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
が
決
ま
る
。
待
ち
に
待
っ
た
帰
国
の
日
だ

が
、
な
ん
だ
か
不
思
議
と
寂
し
さ
も
残
る
。
ホ
テ
ル
の
庭
で
は
苺
を

収
穫
し
て
苺
ラ
ッ
シ
ー
や
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
ア
イ
ス
を
た
く
さ
ん
食
べ

た
。
身
体
が
鈍
ら
な
い
よ
う
に
と
、
ス
ス
汚
れ
た
テ
ラ
ス
の
梁
に
ぶ

ら
下
が
っ
て
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
を
繰
り
返
し
た
ら
、
随
分
と
梁
は
綺
麗

に
な
っ
た
。
何
よ
り
わ
れ
わ
れ
5
人
の
た
め
だ
け
に
、
ホ
テ
ル
か
ら

一
歩
も
外
に
出
ず
に
、
毎
日
美
味
し
い
食
事
を
作
っ
て
く
れ
て
い
た

ホ
テ
ル
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
は
頭
が
上
が
ら
な
い
。

帰
る
と
決
ま
っ
た
ら
忙
し
い
。
寂
し
い
と
思
っ
た
の
も
束
の
間
、

帰
っ
た
ら
何
を
食
べ
よ
う
か
、
日
本
に
帰
っ
て
の
自
宅
待
機
は
何
を

し
よ
う
か
な
ど
、気
持
ち
は
す
っ
か
り
ジ
ャ
パ
ン
・
モ
ー
ド
。
チ
ャ
ー

タ
ー
便
は
予
想
外
に
日
本
人

人
以
外
は
す
べ
て
ネ
パ
ー
ル
人
。
日

10

本
で
家
族
が
待
っ
て
い
た
り
、
日
本
に
留
学
中
だ
っ
た
り
と
、
こ
ん

な
に
も
日
本
に
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
ネ
パ
ー
ル
人
が
多
い
こ
と

に
驚
い
た
。
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今
回
の
撮
影
の
旅
は
、
何
度
も
通
っ
た
ネ
パ
ー
ル
で
あ
る
は
ず
な

の
に
、
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
。
山
で
は
本
来
の

生
態
系
に
戻
っ
た
動
物
た
ち
が
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
お
り
、
村
人

は
昔
な
が
ら
の
豊
か
な
自
給
自
足
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
新
鮮
な
野

菜
の
タ
ル
カ
リ
と
地
鶏
の
チ
キ
ン
カ
レ
ー
は
絶
品
だ
。
街
で
も
車
が

ほ
と
ん
ど
走
っ
て
い
な
い
の
で
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
騒
音
が
な
い
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
、
鼻
毛
の
伸
び
る
ス
ピ
ー
ド
が
遅
い
こ
と
に
気
づ
い

た
。
大
気
汚
染
の
酷
い
普
段
の
カ
ト
マ
ン
ズ
な
ら
1
週
間
滞
在
し
て

い
る
だ
け
で
鼻
毛
伸
び
率
が
半
端
な
い
が
、
今
回
は
ひ
と
月
過
ご
し

て
い
て
も
成
長
を
感
じ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
カ

ト
マ
ン
ズ
か
ら
2
0
0
㎞
も
離
れ
た
エ
ベ
レ
ス
ト
が
遠
望
で
き
た
よ

う
だ
。
観
光
客
が
増
え
る
に
つ
れ
、
便
利
で
快
適
な
世
の
中
に
な
っ

て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
大
切
な
も
の
を
た
く
さ
ん
失
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

日
本
に
帰
国
し
て
、
す
で
に
1
年
以
上
が
経
っ
た
現
在
で
も
、
ま

だ
海
外
へ
は
行
っ
て
い
な
い
。
大
学
の
海
外
遠
征
時
代
か
ら
、
毎
年

ど
こ
か
し
ら
へ
は
渡
航
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
日
本
に
い
る

の
は
初
め
て
だ
。
す
ぐ
に
ネ
パ
ー
ル
へ
戻
れ
る
と
思
っ
て
デ
ポ
し
て

き
た
装
備
や
食
料
は
、も
は
や
悲
し
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
そ
う
簡
単
に
は
収
ま
っ
て
く
れ
な
い
が
、

海
外
に
出
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
家
族
と
過
ご
す
時
間
が

圧
倒
的
に
増
え
た
。
ネ
パ
ー
ル
の
山
の
変
化
に
は
気
づ
い
た
が
、

も
っ
と
身
近
で
大
切
な
存
在
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
変
化
に
今
ま
で

気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
落
胆
し
た
。
子
ど
も
は
黙
っ
て
い
て

も
成
長
す
る
と
勝
手
に
思
っ
て
い
た
が
、
単
に
妻
の
努
力
の
お
か
げ

で
あ
っ
た
。
今
で
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
っ
て
、
海
外
登
山
も
そ

う
遠
く
は
な
い
未
来
と
な
っ
て
き
た
が
、
焦
ら
ず
着
実
に
山
と
向
き

合
っ
て
い
こ
う
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
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地
図
は

ペ
ー
ジ
参
照

73

日
程
概
要

3
月

日

日
本
出
国
、
カ
ト
マ
ン
ズ
着

10

3
月

日

カ
ト
マ
ン
ズ
出
発

14

3
月

日

タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
出
発

15

3
月

日

オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ

18

3
月

日

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
北
面
Ｂ
Ｃ

29

4
月
5
〜
8
日

ボ
ク
タ
・
ピ
ー
ク
登
山

4
月

日

タ
プ
レ
ジ
ュ
ン
着

15

4
月

日

カ
ト
マ
ン
ズ
着

18

5
月

日

カ
ト
マ
ン
ズ
発

15

5
月

日

日
本
着

16

5
月

日

自
己
隔
離
か
ら
解
放

31

カンチェンジュンガ撮影記
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深
田
久
弥
没
後

年
、
果
敢
に
人
生
を
歩
む

50

雁
部
貞
夫

は
じ
め
に

『
山
岳
』
編
集
部
よ
り
、
深
田
久
弥
氏
と
の
関
わ
り
を
今
の
う
ち
に

な
に
か
書
い
て
み
た
ら
ど
う
か
、
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
。
か
つ
て

山
岳
雑
誌
『
岳
人
』
に
諏
訪
多
栄
蔵
氏
宛
の
未
公
開
の
深
田
書
簡
を

6
回
に
わ
た
り
連
載
し
た
と
き
に
、
雑
誌
の
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
で
掲

載
を
見
送
っ
た
分
を
、
い
い
機
会
な
の
で
紹
介
し
よ
う
と
思
っ
て
調

べ
直
す
と
、
ま
だ
二
十
数
通
残
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
っ
た
。

そ
の
書
簡
は
か
な
り
長
い
も
の
も
多
く
、
一
部
引
用
す
る
と
い
う

形
式
と
っ
た
の
で
は
、
資
料
と
し
て
の
意
味
が
な
く
な
る
の
で
、
こ

の
際
、
深
田
久
弥
没
後

年
の
節
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
日
ご
ろ

50

か
ら
深
田
久
弥
の
「
人
と
作
品
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
書

い
て
み
よ
う
と
思
う
。

深
田
の
百
名
山
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
実
は
と
も
か
く
、
い
ま
だ

に
人
気
が
高
く
、
テ
レ
ビ
で
は
今
で
も
「
百
名
山
」
を
紹
介
す
る
番

組
が
毎
日
の
よ
う
に
放
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
年
は
前
述
の
ご

と
く
節
目
の
年
な
の
で
、
山
岳
雑
誌
で
も
一
冊
ま
る
ご
と
「
百
名
山
」

特
集
を
組
ん
だ
例
も
あ
る
。

「
百
名
山
」
が
ま
す
ま
す
世
の
人
び
と
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
は
大

い
に
慶
賀
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
原
作
者
た
る

深
田
久
弥
を
語
る
こ
と
が
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
「
百
名
山
」
の
コ
ー

ス
案
内
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
れ
ほ
ど
深
田
が
心
血
注
い
だ
名
著
へ

の
配
慮
が
ま
っ
た
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

深
田
が
な
ぜ
そ
の
「
山
」
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
山
の
ど
ん
な
点

に
魅
せ
ら
れ
た
の
か
、そ
の
山
と
先
人
と
の
関
わ
り
は
ど
う
な
の
か
。
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そ
う
い
う
肝
心
な
と
こ
ろ
に
無
頓
着
で
、
た
だ
深
田
の
名
の
み
冠
し

た
よ
う
な
現
状
は
実
に
情
け
な
い
か
ぎ
り
だ
。

深
田
久
弥
の
『
日
本
百
名
山
』
は
、
山
の
コ
ー
ス
案
内
の
本
で
は

な
い
の
だ
。

果
敢
だ
っ
た
人
生

こ
れ
か
ら
、
深
田
久
弥
と
言
え
ば
す
ぐ
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
こ
と

が
ら
を
、
ス
ペ
ー
ス
の
許
す
か
ぎ
り
い
く
つ
か
記
し
た
い
。

出
版
社
や
雑
誌
社
の
編
集
者
た
ち
の
間
で
は
、
深
田
久
弥
の
「
遅

筆
」
は
有
名
だ
っ
た
。
遅
筆
と
言
え
ば
、
物
事
へ
の
対
処
の
仕
方
が

の
ろ
く
、
不
器
用
だ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
れ
か
ね
な
い
。

そ
れ
は
深
田
と
い
う
人
物
像
の
表
面
的
な
印
象
で
し
か
な
い
。

執
筆
す
る
側
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
深
田
の
戦
後
に
書
か
れ
た
膨
大

な
量
の
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
物
」
は
、
長
大
な
連
載
と
な
っ
た
が
、
月
々
の

締
切
り
ギ
リ
ギ
リ
に
な
っ
て
原
稿
が
出
来
上
が
る
の
が
、
当
然
な
の

で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
」
を
書
く
と
し
よ
う
。
1
9
0
0
年

代
初
頭
か
ら
第
2
次
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
隊
の
初
登
頂
（
1
9
5
3

年
）
に
至
る
ま
で
の
物
語
を
描
く
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
英
・
米
・

独
・
仏
ほ
か
の
山
岳
会
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
読
ん
で
勘
ど
こ
ろ
を
押
さ
え

な
け
れ
ば
登
山
の
細
部
は
描
け
な
い
。
実
際
に
執
筆
す
る
前
の
作
業

が
大
変
な
努
力
を
必
要
と
す
る
の
だ
。

昭
和

年
か
ら
雑
誌
『
岳
人
』
に
連
載
さ
れ
た
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高

34

峰
」
は
、
そ
の
後
の

年
間
、
1
2
0
回
に
お
よ
ん
だ
が
、
月
々
、

10

こ
の
締
切
り
と
の
格
闘
の

年
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

10

で
は
、
実
生
活
、
実
人
生
に
お
け
る
深
田
は
、
鈍の

ろ

間ま

で
不
器
用
な

人
物
だ
っ
た
の
か
。
答
え
は
ノ
ー
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
生
涯
の

節
目
節
目
で
彼
は
機
敏
に
、
果
敢
な
決
断
を
し
つ
づ
け
た
人
で
あ
っ

た
。今

で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
実
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、

東
大
に
在
学
中
に
改
造
社
の
編
集
部
員
に
正
式
に
な
り
、
東
大
を
中

退
し
て
し
ま
っ
た
。
常
識
人
な
ら
ば
、
あ
と
1
年
く
ら
い
な
ん
と
か

学
校
と
職
場
を
両
立
さ
せ
る
方
法
を
考
え
た
で
あ
ろ
う
が
。

そ
し
て
そ
の
頃
、
北
畠
八
穂
と
知
り
合
い
、
親
の
承
諾
を
得
ず
、

「
深
田
流
」
の
結
婚
を
し
て
し
ま
う
。

そ
の
後
、
深
田
は
鎌
倉
文
士
の
一
人
と
し
て
成
功
を
収
め
る
が
、

作
家
中
村
光
夫
の
結
婚
披
露
宴
の
場
で
、
中
村
の
実
姉
で
あ
る
木
庭

志
げ
子
と
「
再
会
」
し
、
恋
愛
に
突
き
進
む
。
病
身
の
妻
八
穂
（
脊

椎
カ
リ
エ
ス
）
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
常

識
人
の
行
動
で
は
あ
り
得
な
い
。
結
局
は
鎌
倉
文
士
の
座
を
捨
て

て
、
恋
愛
を
貫
い
て
し
ま
う
。
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志
げ
子
と
正
式
に
結
婚
し
た
の
は
、
昭
和

年
で
あ
り
、
そ
の
と

22

き
す
で
に
長
男
の
森
太
郎
は

歳
に
な
っ
て
い
た
。

6

深
田
家
の
出
自

前
述
の
ご
と
き
深
田
久
弥
の
積
極
的
で
果
断
に
富
ん
だ
性
格
は
ど

こ
か
ら
発
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
、
大
聖
寺
（
現
・
加
賀
市
）
の
深

田
家
の
「
出
自
」
を
考
え
て
い
る
。
深
田
家
は
大
聖
寺
に
お
い
て
は

代
々
に
わ
た
り
紙
商
を
営
ん
で
い
た
。
深
田
自
身
、
小
さ
い
頃
は
、

「
紙
屋
の
タ
ン
チ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
タ
ン
チ
は

「
坊
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
深
田
没
後
の
深
田
家
に
何
度
か
招
か
れ
、
兄
久
弥
に
代
わ
っ

て
当
主
と
な
っ
た
弥
之
介
夫
妻
と
語
り
合
う
機
会
が
あ
り
、
そ
の
折

に
、
か
な
り
古
い
時
代
に
遡
る
家
系
図
の
コ
ピ
ー
を
い
た
だ
い
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
コ
ピ
ー
を
ど
こ
か
に
仕
舞
い
忘
れ
て
困
っ
て
い
る

が
、
だ
い
た
い
の
こ
と
は
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
聖
寺

の
城
下
に
移
っ
て
、
中
興
の
祖
と
な
っ
た
の
は
三
代
目
の
深
田
屋
宇

平
衛
（
嘉
永
4
年
没
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
、
大
聖
寺

に
近
い
海
岸
べ
り
の
橋
立
町
深
田
が
こ
の
一
族
の
居
住
地
で
あ
っ

た
。深

田
家
は
旧
深
田
村
の
称
名
寺
（
現
存
）
の
門
徒
で
あ
り
、
私
も

そ
の
寺
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
本
堂
の
欄
間
に
寄
進
者
の
木
の
名

札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
筆
頭
近
く
に
弥
之
介
老
の
名
が

あ
っ
た
。
な
お
、
初
代
の
俗
名
は
不
詳
だ
が
、
寛
永
9
年
に
没
し
て

い
る
。

日
本
海
に
面
し
た
橋
立
漁
港
と
し
て
知
ら
れ
る
地
は
、
江
戸
期
を

通
じ
て
千
石
船
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
、
富
裕
な
商
人
事
業
家
が
輩

出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
進
取
の
気
性
や
積
極
性
は
、
こ
の
地
域
全
体

の
気
風
で
あ
り
、
深
田
家
に
も
こ
の
気
風
は
代
々
受
け
継
が
れ
て
き

た
に
違
い
な
い
と
い
う
の
が
私
の
見
方
で
あ
る
。
な
お
、
深
田
家
と

福
井
の
「
鏡
屋
」
と
は
何
度
と
な
く
縁
組
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と

に
私
は
注
目
し
た
。「
鏡
屋
」
は
京
都
北
野
天
満
宮
と
も
縁
が
深
い

の
で
、
ど
こ
か
雅み

や
び

で
文
化
的
な
も
の
が
こ
の
一
族
に
伝
わ
っ
て
い

る
よ
う
に
私
は
感
じ
る
。

私
は
い
く
度
と
な
く
、
深
田
家
（
大
聖
寺
）
で
日
常
的
な
昼
食
や

夕
食
を
何
人
か
の
人
び
と
と
共
に
し
た
が
、そ
の
と
き
に
出
て
く
る
、

煮
魚
や
焼
き
魚
、
野
菜
の
煮
つ
け
、
香
の
物
な
ど
な
か
な
か
滋
味
が

深
く
、
ど
こ
か
京
風
の
味
わ
い
を
感
じ
た
。
食
卓
で
使
わ
れ
て
い
た

小
皿
、
中
皿
の
類
は
古
九
谷
ら
し
い
こ
と
は
私
に
も
わ
か
っ
た
。
そ

の
印
象
は
東
京
・
松
原
の
深
田
久
弥
宅
で
の
夕
食
に
も
共
通
し
て
い

た
。
な
ん
と
な
く
洗
練
さ
れ
て
い
る
な
あ
と
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。

私
の
婚
礼
の
折
の
深
田
の
は
な
む
け
の
言
葉
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
生

深田久弥没後 50 年、果敢に人生を歩む
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き
方
を
せ
よ
、
自
分
ら
し
く
生
き
よ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の

こ
と
は
深
田
久
弥
自
身
が
生
涯
「
自
分
ら
し
さ
」
を
貫
い
た
こ
と
と

通
底
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

｢日
本
百
名
山
」
の
楽
し
み
方

『
日
本
百
名
山
』
と
い
う
本
の
楽
し
み
方
は
、
人
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

最
も
基
本
的
な
も
の
は
、
こ
の
本
に
描
か
れ
た
百
座
の
名
山
に
自
己

の
足
跡
を
残
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
人
び
と

が
実
践
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

な
か
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
的
に
登
山
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
生
き
て

い
る
間
に
す
べ
て
の
百
名
山
を
登
る
こ
と
が
、
人
生
最
大
の
目
標
だ

と
い
う
人
も
多
い
。
そ
う
な
る
と
、
百
名
山
は
「
深
田
教
」
と
い
う

山
岳
宗
教
の
信
徒
に
よ
る
山
岳
巡
礼
の
場
の
よ
う
な
感
さ
え
あ
る
。

し
ば
ら
く
前
か
ら
の
現
象
だ
が
、『
日
本
百
名
山
』
を
百
の
名
山
へ

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
に
扱
い
、
原
作
者
の
こ
と
な
ど
考
え
も
し

な
い
と
い
う
風
潮
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。「
百
名
山
」
と
い
う
山

の
レ
ッ
テ
ル
だ
け
が
一
人
歩
き
し
て
、
肝
心
の
著
者
像
は
ど
こ
か
へ

置
き
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

『
日
本
百
名
山
』（
昭
和

年
刊
）
が
上
梓
さ
れ
て
か
ら
半
世
紀
、
原

39

作
者
の
深
田
久
弥
の
実
際
の
顔
や
声
を
知
る
人
も
少
な
く
な
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
本
ほ
ど
著
者
と
描
か
れ
た
対
象
が
不
可
分
の
関

係
に
あ
る
例
は
珍
し
い
。

幾
千
と
な
く
存
在
す
る
山
の
中
か
ら
、
な
ぜ
、
深
田
は
そ
の
山
を

採
り
上
げ
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
座
の
叙
述
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ

に
文
学
と
し
て
の
永
遠
性
が
存
在
す
る
の
か
。
そ
う
し
た
点
を
考
え

な
が
ら
読
め
ば
、
自
ら
真
の
醍
醐
味
が
味
わ
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

こ
こ
で
私
な
り
の
「
百
名
山
」
の
味
わ
い
方
を
記
し
て
み
よ
う
。

こ
の
本
は
い
わ
ば
日
本
の
山
の
総
決
算
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
普
通
の
紀
行
文
や
エ
ッ
セ
イ
で
は
記
さ
れ
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

な
ど
は
削
除
さ
れ
、
エ
キ
ス
だ
け
が
抽
出
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
も
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
章
全
体
の
格
調
を
保
つ
配
慮
も
働
い
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

実
は
、
こ
の
本
か
ら
カ
ッ
ト
さ
れ
て
し
ま
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
掘

り
起
こ
し
、
よ
り
豊
か
な
世
界
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と

も
、
深
田
フ
ァ
ン
の
秘
め
ら
れ
た
楽
し
み
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ

と
が
実
際
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
実
際
に
あ
る
の
で
あ
る
。「
雨
飾

山
」（
1
9
6
3
ｍ
）
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
実
は
こ
の
頸
城
の
名
峰

が
世
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
「
百
名
山
」
あ
っ
た
れ
ば

こ
そ
、
の
話
な
の
だ
。

『
名
も
な
き
山
』（
平
成

年
、
幻
冬
舎
刊
）
と
い
う
近
年
で
き
た
深

26
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田
本
の
な
か
に
「
混
ま
な
い
名
山
」
と
い
う
一
項
が
あ
り
、
そ
の
な

か
に
雨
飾
山
が
出
て
く
る
。
こ
の
山
に
つ
い
て
深
田
は
、〈
そ
の
気

品
の
あ
る
山
の
形
と
響
き
の
よ
い
変
っ
た
名
前
と
共
に
、
長
い
間
私

の
憧
れ
の
山
で
あ
っ
た
〉
と
記
す
。

こ
の
山
へ
は
戦
前
、
彼
は
二
度
に
わ
た
っ
て
登
頂
を
試
み
、
二
度

と
も
失
敗
。
道
の
な
い
山
だ
っ
た
こ
と
と
、
悪
天
が
災
い
し
た
の
で

あ
る
。

特
に
二
度
目
の
登
山
（
昭
和

年
）
は
一
生
を
通
じ
て
最
も
印
象

16

に
残
る
山
行
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
同
行
し
た
の
が
、
後
の
深
田

夫
人
志
げ
子
さ
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
こ
の
年
の
5
月
に
志

げ
子
さ
ん
の
実
弟
、
中
村
光
夫
（
深
田
の
友
人
）
の
結
婚
披
露
宴
で

再
会
し
、
深
田
は
こ
の
新
し
い
恋
に
夢
中
に
な
っ
た
。

こ
の
山
行
で
二
人
が
再
会
し
て
、
わ
ず
か
1
ヶ
月
後
の
6
月
に
行

な
わ
れ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
の
熱
愛
ぶ
り
が
偲
ば
れ
る
。
こ
の
文

章
で
彼
は
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

〈
…
…
こ
の
時
は
雨
続
き
で
、
小
谷
温
泉
に
四
日
も
待
機
し
た
が
、

天
は
私
に
幸
い
し
な
か
っ
た
。
五
日
目
に
雨
飾
山
の
脇
の
峠
を
越
え

て
越
後
へ
抜
け
た
。
振
り
返
る
と
、
向
っ
て
左
の
方
が
心
持
高
い
二

つ
の
耳
が
、
睦
ま
じ
げ
に
寄
り
添
っ
て
相
変
ら
ず
美
し
か
っ
た
。

左
の
耳
は

僕
の
耳

右
は

は
し
け
や
し

君
の
耳

そ
ん
な
出
鱈
目
を
口
ず
さ
み
つ
つ
山
か
ら
遠
ざ
か
り
な
が
ら
、
雨

飾
山
に
対
す
る
私
の
思
慕
は
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。〉

ほ
か
の
山
で
は
絶
対
に
見
せ
る
こ
と
の
な
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

心
情
が
吐
露
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
日
本
百
名
山
』
の
方

で
は
ど
う
な
る
か
。
そ
こ
で
は
、
来
る
日
も
来
る
日
も
雨
で
空
し
く

引
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
わ
ず
か
3
行
の
記
述
が
あ
る
だ

け
で
、
自
分
と
志
げ
子
さ
ん
を
雨
飾
山
の
2
つ
耳
に
な
ぞ
ら
え
た
詩

句
の
欠
片
さ
え
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

深
田
久
弥
の
読
者
た
る
者
は
『
日
本
百
名
山
』
の
記
述
の
み
で
満

足
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
山
座
に
は
必
ず
別
の
紀
行
文
が

記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
に
は
意
外
な
真
実
や
ナ
マ
の
告

白
に
も
似
た
文
章
に
遭
遇
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
の
だ
。

と
も
か
く
、
雨
飾
山
は
実
生
活
上
に
お
い
て
も
、
深
田
久
弥
の
後

半
生
を
規
定
す
る
山
な
の
で
あ
っ
た
。

次
に
本
邦
最
高
峰
の
「
富
士
山
」
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。
深

田
に
厳
冬
期
の
富
士
登
山
を
記
し
た
文
章
が
あ
る
。
そ
の
文
章
「
氷

雪
の
富
士
山
頂
」
と
題
し
た
文
章
が
実
に
よ
い
。
普
段
は
「
偉
大
な
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る
通
俗
」
と
し
て
い
る
こ
の
山
の
厳
冬
で
は
、
ま
っ
た
く
別
の
き
び

し
く
も
美
し
い
富
士
の
表
情
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
の
さ﹅

わ﹅

り﹅

を
紹
介
し
た
い
。

〈（
昭
和
十
四
年
二
月
）
次
の
日
は
噴
火
口
の
底
に
降
り
た
。
夏
の

登
山
期
に
は
神
聖
な
個
所
と
し
て
下
降
を
許
さ
れ
ぬ
地
だ
。
火
口
の

底
か
ら
見
上
げ
た
空
は
一
つ
の
蒼
い
円
で
、
そ
の
青
さ
が
神
秘
的
に

濃
か
っ
た
。
ま
わ
り
が
断
が
い
の
火
口
壁
で
、
氷
雪
に
ち
り
ば
め
ら

れ
た
そ
の
壁
が
、
日
に
輝
い
て
い
る
美
し
さ
は
こ
の
世
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

そ
の
夕
方
こ
の
頂
上
だ
け
を
残
し
て
あ
と
の
世
界
は
全
部
雪
に
埋

め
ら
れ
た
。
見
渡
す
限
り
雲
海
に
つ
づ
く
雲
海
で
あ
っ
た
。
そ
の
雲

の
上
に
大
き
な
富
士
の
影
が
映
っ
た
。
荘
厳
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。〉

新
奇
を
て
ら
っ
た
語
句
や
表
現
は
な
い
が
、落
ち
つ
い
た
言
葉
で
、

富
士
の
純
粋
な
自
然
美
を
伝
え
た
よ
い
文
章
だ
。
こ
れ
が
『
日
本
百

名
山
』
で
は
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
こ
の
す
ぐ
後
に
山
頂
か
ら
の

ス
キ
ー
大
滑
降
の
お
ま
け
ま
で
付
く
の
で
あ
る
か
ら
、
よ
け
い
こ
の

「
氷
雪
の
富
士
山
頂
」
を
描
い
た
文
章
は
、
光
彩
を
放
っ
て
見
え
る
の

で
あ
る
。

『
日
本
百
名
山
』は
昭
和

年
2
月
1
日
、第

回
読
売
文
学
賞（
評

42

16

論
の
部
）
を
受
賞
し
た
。
選
考
委
員
の
一
人
で
戦
前
か
ら
の
友
人
、
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小
林
秀
雄
の
後
押
し
も
大
き
か
っ
た
が
、
同
じ
く
戦
前
か
ら
深
田
の

文
章
を
推
奨
し
て
い
た
小
説
家
の
林
房
雄
が
、
前
年
の
昭
和

年
の

39

1
年
間
担
当
し
た
朝
日
新
聞
の
文
芸
時
評
欄
で
絶
賛
し
た
こ
と
も
、

大
き
く
働
い
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。

深
田
に
「
ペ
ン
よ
り
も
足
の
功
」（
読
売
文
学
賞
受
賞
者
の
言
葉
）

と「
わ
が
登
山
史
の
決
算『
日
本
百
名
山
』」と
い
う
短
章
が
あ
る
が
、

貴
重
な
文
章
だ
。

そ
の
中
で
深
田
は
前
記
の
小
林
秀
雄
と
林
房
雄
の
二
人
と
版
元
、

新
潮
社
の
編
集
者
で
あ
っ
た
佐
野
英
夫
へ
の
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
戦
中
戦
後
の
長
い
雌
伏
の
時
代
を
耐
え
て
き
た

者
の
喜
び
の
声
が
ほ
と
ば
し
っ
て
い
る
。

す
べ
て
の
力
を
注
い
だ
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
』

前
に
も
少
し
記
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
山
を
書
く
こ
と
と
、
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
山
々
を
書
く
こ
と
は
、
著
述
家
と
し
て
の
深
田
久
弥
を
大
な

ら
し
め
た
二
つ
の
大
き
な
車
輪
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
そ
の

世
界
は
存
在
し
得
な
い
。
長
い
執
筆
活
動
の
途
上
で
結
晶
し
た
の

が
、『
日
本
百
名
山
』（
昭
和

年
刊
）
で
あ
り
、『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
』

39

（
昭
和

年
、
決
定
版
）
で
あ
っ
た
。

47
私
は
半
世
紀
前
の
1
9
6
6
年
の
秋
の
あ
る
日
、
初
め
て
九
山
山

深田久弥没後 50 年、果敢に人生を歩む
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房
（
深
田
の
書
斎
の
名
）
を
訪
れ
た
日
の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

そ
の
年
の
夏
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
・
ク
シ
ュ
の
主
稜

へ
日
本
人
と
し
て
初
め
て
試
登
し
た
際
の
ス
ラ
イ
ド
写
真
を
多
数
私

は
持
参
し
て
い
た
。

そ
こ
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
・
ク
シ
ュ
の
主
峰
テ
ィ
リ
チ
・
ミ
ー
ル
（
7

7
0
8
ｍ
）
や
サ
ラ
グ
ラ
ー
ル
（
7
3
4
9
ｍ
）、
イ
ス
ト
ル
・
オ
・

ナ
ー
ル
（
7
4
0
3
ｍ
）
ほ
か
の
7
0
0
0
ｍ
を
超
え
る
高
峰
が
多

く
含
ま
れ
、『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
』
で
採
り
上
げ
る
山
々
を
ヒ
ン

ド
ゥ
・
ク
シ
ュ
の
山
座
へ
シ
フ
ト
し
直
そ
う
と
し
て
い
た
深
田
を
い

た
く
喜
ば
せ
た
。

深
田
は
そ
の
月
に
執
筆
中
の
「
シ
ャ
ハ
ー
ン
・
ド
ク
」
の
後
半
を

空
け
て
、
私
の
話
と
ス
ラ
イ
ド
映
写
で
日
本
人
が
初
め
て
目
に
し
た

こ
の
山
脈
の
高
峰
群
の
詳
細
な
感
想
を
そ
こ
に
書
き
込
ん
だ
。
そ
し

て
、
私
と
小
田
川
兵
吉
ペ
ア
の
行
動
を
新
し
い
登
山
の
領
域
を
拓
く

も
の
と
し
て
称
揚
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
日
が
深
田
と
の
初
対
面
で
あ
っ
た
が
、
ス
ラ
イ
ド
の
上
映
が

終
わ
り
、洒
肴
が
出
る
頃
に
は
、私
も
す
っ
か
り
寛
い
だ
気
分
に
な
っ

て
い
た
。
そ
の
部
屋
の
床
の
間
に
、
加
藤
楸
邨
の
隠
岐
の
海
の
旺
ん

な
怒
涛
の
景
を
吟
じ
た
句
が
掲
げ
て
あ
っ
た
。
楸
邨
の
大
ぶ
り
の
字

の
雄
渾
な
筆
致
が
実
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
句
は
、
楸
邨
の
戦

前
の
句
集
『
雪
後
の
天
』（
昭
和

年
刊
）
の
冒
頭
の
秀
吟
「
さ
え
ざ

18
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え
と
雪
後
の
天
の
怒
濤
か
な
」
で
あ
る
。

帰
り
し
な
、終
電
に
近
い
東
松
原
の
駅
で
電
車
を
待
っ
て
い
る
と
、

私
の
名
を
呼
ん
で
深
田
が
現
わ
れ
、「
こ
れ
忘
れ
物
」
と
言
っ
て
、
コ

ニ
ャ
ッ
ク
を
入
れ
る
ス
キ
ッ
ト
ル
の
蓋
を
渡
し
て
く
れ
た
。

着
流
し
の
着
物
の
裾
を
ひ
る
が
え
し
、
下
駄
の
音
を
響
か
せ
な
が

ら
帰
っ
て
い
く
深
田
の
後
姿
を
見
送
り
、
こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
人
の

た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
っ
た
。

ネ
パ
ー
ル
の
登
山
が
禁
止
と
な
り
、
未
踏
峰
の
多
い
ヒ
ン
ド
ゥ
・

ク
シ
ュ
で
は
、毎
シ
ー
ズ
ン
多
く
の
初
登
頂
が
伝
え
ら
れ
、私
の
入
っ

た
パ
キ
ス
タ
ン
北
西
辺
境
の
チ
ト
ラ
ー
ル
地
方
へ
は
、
そ
の
年
を
境

に
、
毎
年
の
よ
う
に
数
十
チ
ー
ム
の
登
山
隊
（
多
く
は
3
、
4
人
の

小
登
山
隊
）
が
繰
り
出
す
状
況
と
な
り
、
深
田
は
新
し
い
正
確
な
情

報
を
必
要
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
そ
の
夜
、
私
は
深
田
と
い
う
懐

の
広
い
、
大
き
な
ゆ
っ
た
り
し
た
人
物
に
出
会
え
た
と
い
う
、
何
と

も
言
え
ぬ
幸
福
感
の
中
に
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
は
ま
る
で
父
親

の
よ
う
な
存
在
だ
な
、
と
思
っ
た
も
の
だ
。

名
伯
楽
、
諏
訪
多
栄
蔵
と
の
出
会
い

『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
峰
』
は
そ
の
後
も
多
く
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
志
願
者
の
バ

イ
ブ
ル
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、知
的
な
背
景
を
与
え
つ
づ
け
た
。
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細
か
い
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
も
う
一
つ
記
す
べ
き
こ
と
は
、
戦
後

の
深
田
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
や
著
述
に
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
協
力

者
と
な
っ
た
諏
訪
多
栄
蔵
の
存
在
で
あ
る
。

戦
前
か
ら
諏
訪
多
は
、
博
覧
強
記
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
研
究
家
と
し
て
知

ら
れ
、
深
田
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
著
述
に
専
念
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
読

む
べ
き
文
献
、
地
図
の
所
在
、
外
国
隊
の
最
新
の
登
山
の
ニ
ュ
ー
ス

を
飽
く
こ
と
な
く
、
深
田
へ
注
入
し
た
。
黒
子
役
に
徹
し
た
諏
訪
多

の
支
援
な
く
し
て
、
深
田
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
著
作
は
あ
り
得
な
か
っ
た

と
断
言
し
た
い
。

特
に
雑
誌
連
載
に
際
し
て
、
深
田
の
文
中
に
添
え
ら
れ
た
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
山
座
の
山
姿
図
と
地
図
は
、
工
業
技
術
者
と
し
て
の
専
門
を
生

か
し
た
厳
密
、
正
確
な
も
の
で
、
深
田
の
文
章
に
一
層
の
信
頼
感
と

具
体
性
を
も
た
ら
せ
た
。
克
明
な
ペ
ン
画
に
よ
る
山
姿
図
は
手
書
き

の
ま
ま
、
直
接
、
印
刷
に
供
せ
ら
れ
た
。

諏
訪
多
へ
書
き
送
っ
た
深
田
の
書
簡
は
、
約
1
5
0
通
に
及
び
、

そ
の
う
ち
1
0
0
通
ほ
ど
は
、
諏
訪
多
の
晩
年
に
私
の
手
許
に
託
さ

れ
た
。
そ
の
う
ち
の
約

通
は
、
朝
日
新
聞
社
が
刊
行
し
た
『
深
田

40

久
弥
・
山
の
文
学
全
集
』
の
最
終
巻
に
収
録
さ
れ
た
諏
訪
多
宛
の
深

田
書
簡
（
1
0
1
通
）
以
外
の
当
時
の
未
発
表
書
簡
で
あ
っ
た
。
こ

の
う
ち
の
大
半
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
『
岳
人
』
誌
に
連
載
し
た

が
、
今
な
お
、

通
ほ
ど
が
未
公
開
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。

20

こ
れ
ら
の
書
簡
に
は
、
戦
後
の
数
十
年
に
及
ぶ
二
人
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

ニ
ス
ト
の
友
情
と
信
頼
が
綴
ら
れ
、
年
々
変
貌
す
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

界
の
貴
重
な
情
報
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。

避
衆
登
山
の
こ
と

昭
和

年
代
の
半
ば
頃
か
ら
、
深
田
は
「
避
衆
登
山
」
と
呼
ば
れ

30

る
山
歩
き
に
精
を
出
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
読
ん
で

字
の
如
し
。
皆
の
行
く
混
み
合
う
よ
う
な
山
を
避
け
て
、
自
分
た
ち

だ
け
の
山
を
楽
し
む
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

深
田
の
場
合
、
日
本
山
岳
会
の
先
輩
、
同
僚
た
ち
の
中
で
、
特
に

気
の
合
っ
た
友
を
見
出
し
、四
季
の
山
行
を
思
う
存
分
に
楽
し
ん
だ
。

藤
島
敏
男
、
望
月
達
夫
、
加
藤
泰
安
、
川
崎
精
雄
な
ど
と
い
っ
た
人

び
と
が
そ
の
仲
間
で
あ
る
。

『
静
か
な
山
旅
』
の
中
の
「
へ
そ
ま
が
り
大
人
と
と
も
に
」
に
、
そ

の
山
行
の
様
子
が
詳
し
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
。
藤
島

の
息
子
の
泰
輔
（
小
説
家
、
当
時
の
皇
太
子
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説

『
孤
独
の
人
』
で
知
ら
れ
る
）
が
、
こ
の
へ
そ
ま
が
り
で
毒
舌
家
の
親

父
さ
ん
を
面
白
お
か
し
く
描
い
た
ユ
ー
モ
ア
小
説
『
へ
そ
ま
が
り
太

平
記
』
は
デ
レ
ビ
化
さ
れ
た
り
し
て
好
評
だ
っ
た
。

深
田
の
文
章
で
は
、た
っ
ぷ
り
こ
の
大
人
の
毒
舌（
薬
舌
と
も
い
っ

て
い
る
）
ぶ
り
を
記
し
て
い
て
思
わ
ず
吹
き
出
し
た
く
な
る
。
そ
し

120



て
、
文
章
は
次
の
よ
う
に
し
て
終
わ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
引
用
す

る
。

〈
少
し
私
が
山
に
遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
、
旅
先
の
山
の
宿
か
ら
、
貴

公
ど
う
し
た
？

し
っ
か
り
し
て
貰
い
た
い
、
な
ど
と
ハ
ガ
キ
が
来

る
。
エ
ス
プ
リ
が
鈍
る
と
私
は
大
人
に
会
い
に
行
く
。
ヘ
ソ
ま
が
り

精
神
を
砥
石
に
し
て
、
私
の
エ
ス
プ
リ
を
磨
く
た
め
で
あ
る
〉
云
々
。

さ
て
、
私
は
こ
う
し
た
山
岳
会
の
老
童
た
ち
が
、
山
の
写
真
や
入

手
し
た
ば
か
り
の
山
書
を
見
せ
合
っ
た
り
、
山
行
の
プ
ラ
ン
を
話
し

合
っ
た
り
す
る
「
土
曜
会
」
の
席
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

代
の
若
手
は
私
一
人
だ
っ
た
が
、
日
本
の
近
代
登
山
史
上
の
人
物

20が
多
く
登
場
す
る
こ
の
会
は
、
今
思
う
と
貴
重
で
あ
り
壮
観
で
も

あ
っ
た
。
前
述
の
人
々
の
ほ
か
に
も
、
松
方
三
郎
、
足
立
源
一
郎
、

山
崎
安
治
ら
の
諸
氏
が
一
杯

円
（
の
ち
に
1
0
0
円
）
の
ウ
イ
ス

50

キ
ー
の
グ
ラ
ス
を
手
に
談
笑
す
る
場
面
は
、
実
に
な
つ
か
し
く
思
い

出
の
彼
方
に
あ
る
。

場
所
は
当
時
は
神
田
錦
町
に
あ
っ
た
日
本
山
岳
会
の
談
話
室
。
当

時
の
私
は

、
8
歳
、
ベ
テ
ラ
ン
諸
氏
は

か
ら

歳
く
ら
い
。
あ

27

60

70

る
者
は
近
く
の
古
書
街
で
掘
り
出
し
た
山
岳
書
を
語
り
、
あ
る
者
は

パ
イ
プ
・
ス
モ
ー
キ
ン
グ
で
無
言
の
行
。

私
な
ど
も
手
入
れ
の
悪
い
パ
イ
プ
を
藤
島
老
に
見
つ
け
ら
れ
、「
折
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121

深田から送られた諏訪多宛書簡

諏訪多の著書『ヒマラヤ山河誌』



角
の
タ
ン
・
シ
ェ
ル
が
こ
れ
で
は
泣
い
て
い
る
よ
。
ち
ょ
っ
と
貸
し

た
ま
え
」
と
言
わ
れ
、
パ
イ
プ
の
カ
ー
ボ
ン
を
削
っ
て
も
ら
っ
た
り
、

仕
上
げ
は
鼻
の
脂
で
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
い
て
も
ら
っ
た
り
し
た
。
皆
大

い
に
ク
ラ
ブ
・
ラ
イ
フ
を
謳
歌
し
た
も
の
で
あ
る
。

深
田
を
含
め
、
右
に
名
前
を
記
し
た
老
童
諸
氏
は
す
べ
て
今
は
黄

泉
の
人
と
な
っ
た
。
こ
の
文
章
を
記
し
て
い
て
久
し
ぶ
り
に
そ
の
人

び
と
の
面
影
を
思
い
起
こ
し
た
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
山
岳
会
ル
ー
ム
の
一
室
に
集
ま
っ
て

談
笑
を
交
わ
し
て
い
る
図
は
、
近
代
登
山
史
の
生
き
た
歴
史
を
伝
え

る
一
代
の
偉
観
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

最
後
の
一
章

深
田
久
弥
に
「
韃
靼
」
と
題
す
る
文
章
が
あ
る
。
こ
の
難
し
い
漢

字
は
「
ダ
ッ
タ
ン
」
と
読
み
、
英
語
で
は
タ
ー
タ
リ
イ
（
T
artary）

と
呼
ぶ
。
西
欧
の

、

世
紀
頃
の
古
い
地
図
に
は
、
今
の
西
域
か

16

17

ら
ロ
シ
ア
の
沿
海
州
あ
た
り
一
帯
を
T
artary
と
記
し
て
い
る
。

深
田
の
文
章
は
、有
名
な
安
西
冬
衛
の
短
詩
の
引
用
か
ら
始
ま
る
。

〈
…
…
韃
靼
海
峡
を
一
匹
の
て
ふ
て
ふ
が
わ
た
っ
て
い
っ
た
…
と
い

う
詩
の
一
行
が
早
く
か
ら
上
田
哲
農
さ
ん
を
中
央
ア
ジ
ア
に
惹
き
つ

け
た
と
い
う
。
一
匹
の
可
憐
な
蝶
が
荒
海
の
上
を
飛
び
出
し
て
行
く

イ
メ
ー
ジ
も
鮮
烈
だ
が
、
更
に
海
峡
の
名
前
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
ふ

さ
わ
し
い
。
…
（
中
略
）
…
韃
靼
と
い
う
重
っ
苦
し
い
字
割
の
中
に
、

あ
の
融
通
の
利
か
な
い
、
し
か
し
精
悍
な
民
族
の
お
も
か
げ
が
籠
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。〉

そ
し
て
、
話
は
上
田
哲
農
の
カ
フ
カ
ズ
で
想
を
得
た
「
韃
靼
人
」

を
描
い
た
油
絵
に
及
ぶ
。
さ
ら
に
学
生
時
代
の
仲
間
に
そ
う
呼
ば
れ

て
い
た
男
が
い
た
思
い
出
を
記
す
。

深
田
の
最
も
古
い
記
憶
と
し
て
、
築
地
小
劇
場
で
観
た
ゴ
ー
リ

キ
ー
の
「
ど
ん
底
」
や
ボ
ロ
ー
ジ
ン
の
歌
劇
「
イ
ゴ
ー
ル
大
公
」
が

引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
す
べ
て
が
深
田
の
な
か
の
中
央
ア
ジ
ア
、

ダ
ッ
タ
ン
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
の
ち
、

中
央
ア
ジ
ア
探
検
史
上
の
名
著
に
話
が
及
び
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ

け
ら
れ
る
。

〈
日
本
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
韃
靼
で
あ
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
言
葉

に
も
ま
し
て
、
韃
靼
と
い
う
言
葉
に
は
中
央
ア
ジ
ア
ら
し
い
気
分
が

溢
れ
て
い
る
。
私
は
そ
う
感
じ
て
、
こ
の
漢
字
を
深
く
愛
し
て
い

る
。〉こ

れ
も
ま
た
、
深
田
久
弥
と
い
う
人
物
の
こ
だ
わ
り
方
、
人
生
態

度
の
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
文
章
だ
。
そ
う
言
え
ば
、
深
田
は
故
郷
が

加
賀
市
と
い
う
新
し
い
名
と
な
っ
て
も
、
こ
れ
を
認
め
ず
、
最
後
ま

で
「
大
聖
寺
」
で
押
し
通
し
た
人
で
あ
っ
た
。
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最
後
の
最
後
に
な
っ
た
が
、
深
田
の
晩
年
の
あ
る
年
の
シ
ル
ク
・

ロ
ー
ド
踏
査
行
の
終
着
地
に
近
い
ア
フ
ガ
ン
の
カ
ブ
ー
ル
で
彼
は
、

「
ス
タ
イ
ン
の
墓
」
と
い
う
短
い
が
心
の
こ
も
っ
た
一
種
の
名
文
を

記
し
て
い
る
。

1
9
6
6
年
に
深
田
は
数
人
の
仲
間
と
共
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

中
近
東
を
経
て
、
イ
ン
ド
に
至
る
大
旅
行
を
敢
行
し
た
。

大
部
分
は
車
に
よ
る
走
行
で
移
動
し
、
途
中
の
数
ヶ
所
で
登
山
も

し
た
。
ア
フ
ガ
ン
の
カ
ブ
ー
ル
へ
入
っ
た
の
は
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花

咲
く
5
月
。
こ
の
街
で
第
2
次
大
戦
末
期
に
客
死
し
た
大
探
検
家
、

Ｍ
・
Ａ
・
ス
タ
イ
ン
の
墓
に
詣
で
る
の
が
、
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
。

ス
タ
イ
ン
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
の
ち

に
シ
ャ
レ
・
ナ
ウ
（
新
市
街
）
の
一
角
に
あ
る
外
人
墓
地
で
ス
タ
イ

ン
の
墓
を
見
つ
け
て
、
深
田
は
そ
の
墓
碑
銘
を
書
き
取
っ
た
。
そ
の

銘
は
次
の
一
行
で
終
わ
っ
て
い
た
。
即
ち
、

「
心
よ
り
愛
さ
れ
し
人
な
り
」。

こ
の
1
行
に
つ
い
て
深
田
は
〈
こ
の
最
後
の
「
心
よ
り
愛
さ
れ
し

人
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
か
に
も
ス
タ
イ
ン
の
温
厚
な
人
柄
を

表
わ
し
て
い
る
。
終
身
彼
は
独
身
を
通
し
た
〉
と
記
し
て
い
る
。

深
田
自
身
も
ま
た
、
男
女
を
問
わ
ず
誰
か
ら
も
「
愛
さ
れ
し
人
」

だ
っ
た
の
だ
。

今
私
の
眼
前
に
は
深
田
の
温
雅
で
濁
り
の
な
い
笑
顔
が
浮
ん
で
く

深田久弥没後 50 年、果敢に人生を歩む
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る
。
そ
し
て
ま
た
、
大
聖
寺
の
菩
提
寺
（
本
光
寺
）
に
あ
る
墓
碑
の

銘
文
、「
読
み
、
歩
き
、
書
い
た
」
が
オ
ー
バ
ー
・
ラ
ッ
プ
す
る
の
で

あ
る
。

追
記
⑴

本
文
は
元
々
、
深
田
久
弥
の
著
書
か
ら
も
れ
て
い
た
文
章
を
集
成

し
た
『
名
も
な
き
山
』（
平
成

年
、
幻
冬
舎
刊
）
の
解
説
を
骨
子
と

26

し
た
が
、
近
年
の
「
深
田
百
名
山
」
の
扱
い
方
に
問
題
を
感
じ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
右
の
文
章
に
大
幅
に
加
筆
訂
正
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。

追
記
⑵

『
日
本
百
名
山
』
の
原
形
は
す
で
に
第
2
次
大
戦
以
前
に
書
か
れ
て

い
た
。
実
際
に
は

座
の
山
に
つ
い
て
、
山
岳
雑
誌
『
山
小
屋
』（
昭

20

和

年
）
に
連
載
さ
れ
て
い
た
が
、
1
座
に
つ
き
約
5
0
0
字
く
ら

15
い
の
短
章
で
、
深
田
の
文
章
の
よ
さ
は
発
揮
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
戦
争
な

ど
の
影
響
も
あ
り
中
絶
し
た
。
し
か
し
、
百
名
山
執
筆
の
構
想
は
古

く
か
ら
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。(2

0
2
1
年
6
月

日
記
す
)

24
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世
界
の
山
岳
信
仰

―
―
私
が
眺
め
て
選
ん
だ
「
世
界
百
名
山
」
よ
り

黒
田
洋
一
郎

は
じ
め
に

日
本
で
は
最
近
、
中
高
年
を
中
心
に
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
な
ど
山
登
り

が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
、

本
会
な
ど
の
山
岳
団
体
や
関
係
者
の
努
力
も
あ
り
、「
山
の
日
」
も
国

の
祝
日
に
正
式
に
決
ま
っ
た
。

あ
ま
り
言
わ
れ
な
い
が
、
日
本
の
「
山
の
日
」
の
国
民
の
祝
日
制

定
は
、「
国
際
山
の
日
」
は
あ
る
も
の
の
世
界
で
は
最
初
で
、
非
常
に

珍
し
い
。
次
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
日
本
は
「
山
岳
信
仰
大
国
」
と

も
言
え
、「
山
の
日
」
は
世
界
で
も
日
本
だ
け
の
現
象
な
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
日
本
各
地
で
は
元
々
古
く
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）

に
端
を
発
し
た
、
特
に
「
山
を
崇
う
」
山
岳
信
仰
に
関
わ
る
風
俗
や

習
慣
が
、
一
般
の
人
に
も
現
代
に
ま
で
続
い
て
い
る
か
ら
だ
。

｢八
百
万

や
お
よ
ろ
ず

の
神
」
と
い
う
、
昔
の
神
道
（
古
神
道
）
に
お
け
る
多
神

教
の
考
え
や
表
現
が
、
現
在
ま
で
も
使
わ
れ
続
け
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
日
本
人
の
心
の
広
さ
は
、
日
本
に
も
い
る
少
数
派
で
あ
る
一
神

教
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
さ
え
、
容
易
に
理
解
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
欧

米
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
の
一
神
教
、
た
だ
一
人
の
絶
対

神
を
信
じ
る
教
会
、
モ
ス
ク
神
学
の
社
会
で
育
っ
た
だ
け
の
人
々
に

は
、
日
本
の
こ
れ
ら
多
神
教
の
自
然
信
仰
は
、
普
通
の
人
に
は
理
解

で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
も
明
治
初
期
の
廃
仏
棄
釈

の
と
き
に
日
本
を
訪
れ
、
6
0
0
体
も
の
仏
像
、
仏
書
を
買
い
集
め

て
東
洋
美
術
館
を
創
っ
た
有
名
な
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
が
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
で
は
「
仏
教
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
理
解
者
」
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

広
く
言
う
と
、
こ
れ
は
日
本
全
体
の
宗
教
に
対
す
る
独
特
の
寛
容
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さ
、
い
い
加
減
さ
で
あ
り
、
仏
陀
を
平
気
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
神
と
し

て
祀
る
イ
ン
ド
さ
え
も
凌
駕
し
て
い
る
よ
う
な
日
本
は
、
世
界
一
の

多
神
教
社
会
と
も
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
は
、
日
本
で
は
山
で
の
修
験
道
修
行
な
ど
、
平
安
時
代
か

ら
始
ま
る
山
岳
密
教
の
長
い
歴
史
が
あ
り
、
山
を
敬
う
神
仏
混
交
の

伝
統
が
中
世
以
降
も
、
ず
っ
と
強
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
一
例
を
挙

げ
れ
ば
、最
澄
の
開
い
た
京
都
の
比
叡
山
な
ど
仏
教
総
本
山
の
僧
は
、

そ
の
後
一
部
武
装
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
戦
国
時
代
当
時
の
比
叡

山
の
政
治
・
軍
事
力
の
強
さ
は
、
天
下
統
一
を
目
指
す
織
田
信
長
が

目
の
敵
に
し
、
部
下
に
命
じ
て
焼
き
討
ち
に
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

山
な
ど
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
「
神
道
」
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想

さ
れ
る
神
社
は
、
実
は
輸
入
さ
れ
た
仏
教
の
影
響
も
受
け
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
。「
神
道
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
明
治
政
府
が
始
め
た

お
か
し
な
神
仏
分
離
政
策
以
来
、
仏
教
信
仰
と
対
照
・
分
離
さ
れ
て

か
ら
初
め
て
、
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
昔
は
主
に

総
本
山
と
し
て
山
に
建
て
ら
れ
た
神
社
仏
閣
が
、
そ
の
独
特
の
雰
囲

気
も
あ
り
、
熊
野
古
道
の
よ
う
な
神
社
参
詣
道
と
と
も
に
、
現
在
の

日
本
で
も
老
若
男
女
を
問
わ
ず
好
ま
れ
て
い
る
。

現
在
の
観
光
ブ
ー
ム
の
影
響
も
あ
る
が
、
日
本
人
の
初
詣
な
ど
神

社
仏
閣
参
り
は
、
も
う
日
常
的
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
た
め
か
、

仏
教
伝
来
の
と
き
も
相
争
わ
ず
、
神
仏
混
交
と
な
っ
た
。
現
在
で
も

自
然
信
仰
、
山
岳
信
仰
に
源
を
持
つ
神
道
な
ど
の
多
神
教
が
、
多
数

の
一
般
日
本
人
の
心
に
も
、
ま
だ
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

現
代
の
日
本
の
若
者
た
ち
も
初
詣
や
墓
参
り
や
法
要
を
無
意
識
に
や

り
、
自
然
信
仰
に
繋
が
る
神
社
仏
閣
に
も
大
勢
で
行
く
の
で
あ
る
。

し
か
も
巨
木
や
巨
岩
、
洞
窟
な
ど
、
日
本
各
地
に
昔
か
ら
あ
っ
た

霊
的
で
素
朴
な
信
仰
対
象
は
、
最
近
も
パ
ワ
ー
・
ス
ポ
ッ
ト
と
い
う

形
で
、
若
者
ま
で
が
一
生
懸
命
拝
み
に
行
く
。
い
わ
ば
自
然
信
仰
は

形
を
少
し
変
え
た
が
、
次
の
世
代
へ
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
。
大
げ
さ

に
言
え
ば
、
日
本
の
国
民
的
な
宗
教
的
下
地
が
、
超
近
代
化
し
た
日

本
社
会
と
は
い
え
、
若
者
た
ち
の
新
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
や
が
て
全

体
的
な
習
俗
に
な
り
や
す
い
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
山
岳
信
仰
な
ど
の

自
然
信
仰
は
、
未
来
の
日
本
社
会
に
も
継
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
の
私
の
主
張
を
短
く
纏
め
る
と
、「
日
本
だ
け
で
な
く
、
世

界
各
地
の
人
々
に
も
、
太
古
の
昔
に
は
様
々
な
山
岳
信
仰
（
自
然
信

仰
）
が
あ
っ
た
」
で
あ
る
。
山
を
神
聖
な
も
の
と
考
え
る
信
仰
の
歴

史
も
、
お
そ
ら
く
脳
を
共
通
に
持
っ
て
い
る
ヒ
ト
（
H
om
o

sapiens）、
人
類
共
通
で
、
世
界
各
地
で
グ
ロ
ー
バ
ル
に
、
非
常
に
古

く
か
ら
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、私
の
読
ん
だ
文
献
群
で
は
、

あ
ま
り
は
っ
き
り
言
わ
れ
て
い
な
い
。
理
由
は
、
西
欧
や
一
神
教
文

化
の
強
過
ぎ
る
影
響
も
あ
り
、
世
界
的
に
詳
し
く
調
べ
、
纏
め
よ
う
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と
す
る
人
も
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。

自
然
信
仰
の
例
で
は
、秩
父
の
三
峰
神
社
な
ど
に
残
っ
て
い
る「
オ

オ
カ
ミ
信
仰
」に
関
し
て
も
、ロ
ー
マ
の
建
国
神
話
を
見
る
と
、ロ
ー

マ
を
創
っ
た
双
子
の
兄
弟
も
オ
オ
カ
ミ
に
育
て
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。

ロ
ー
マ
時
代
以
前
の
人
に
と
っ
て
の
オ
オ
カ
ミ
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ニ

ミ
ズ
ム
（
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
ヴ
ォ
ー
タ
ン
信
仰
や
北
欧
神
話
の
オ
ー

デ
ィ
ン
神
な
ど
）の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、昔
は
世
界
中
に
あ
っ

た
山
岳
信
仰
を
含
む
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）
は
、
そ
の
後
、
排

他
的
な
一
神
教
キ
リ
ス
ト
教
が
強
く
な
っ
た
欧
州
な
ど
の
各
地
で
は

弾
圧
・
排
除
さ
れ
、
現
在
で
は
一
般
に
な
い
に
等
し
く
、
辛
う
じ
て

古
い
神
話
や
伝
説
と
し
て
残
る
だ
け
な
の
で
、
目
立
た
な
い
。
日
本

の
よ
う
に
、
山
岳
信
仰
が
し
っ
か
り
生
き
残
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

日
本
で
は
、「
廃
仏
棄
釈
」
と
い
う
明
治
か
ら
の
お
か
し
な
国
家
政

策
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
社
は
表
面
的
に
は
神
道
を
装
い
、
仏
教
的

要
素
も
一
部
保
持
さ
れ
た
。
昭
和
前
半
の
暗
黒
時
代
に
は
、
国
家
神

道
の
奨
励
と
軍
国
主
義
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
日
本
だ
が
、
敗
戦
を

経
て
も
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
無
縁
だ
っ
た
山
岳
信
仰
は
、
一
般
へ
の
広
が

り
が
継
続
し
て
い
た
。

日
本
の
山
岳
信
仰
に
つ
い
て
は
、
そ
の
世
界
的
な
特
殊
性
も
あ
っ

て
古
来
注
目
さ
れ
、研
究
も
多
い
。
江
戸
時
代
に
は
富
士
山
や
白
山
、

御
嶽
山
な
ど
へ
の
大
衆
的
山
岳
信
仰
や
興
味
が
高
ま
り
、
そ
れ
ら
の

聖
山
に
登
る
た
め
互
助
す
る
民
衆
組
織
に
「
富
士
講
」
な
ど
各
種
の

「
講
」が
あ
る
。
ま
た
、富
士
山
に
実
際
に
は
行
け
な
い
人
の
た
め
に
、

そ
の
簡
易
版
と
し
て
江
戸
周
辺
の
多
数
の「
富
士
塚
」も
残
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
山
岳
信
仰
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
話
題

が
多
彩
で
良
書
も
多
い
。
し
か
し
、
世
界
の
山
岳
信
仰
は
、
米
国
の

シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
か
ら
出
版
さ
れ
た
大
型
グ
ラ
ビ
ア
本
、
山
岳
家
エ

ド
ウ
ィ
ン
・
バ
ー
ン
バ
ウ
ム
著
『
Sacred
M
ountains
of
the

W
orld』（
1
9
9
0
）
し
か
知
ら
な
い
。

第
1
部

な
ぜ
山
岳
信
仰
が
始
ま
っ
た
の
か
―
ヒ
ト
脳
の
抽
象

的
イ
メ
ー
ジ
、
信
仰
の
発
生
と
脳
の
進
化

太
古
の
昔
か
ら
、
人
類
が
抽
象
的
な
神
の
存
在
を
考
え
、
そ
れ
を

信
じ
敬
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
宗
教
の
起
源
と
も
重
な
り
、
昔
か
ら

社
会
学
、
心
理
学
な
ど
多
方
面
の
研
究
者
の
興
味
を
引
い
て
い
る
。

私
も
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
憧
れ
た
昆
虫
好
き
で
、
大

学
時
代
に
は
学
術
調
査
探
検
部
を
創
っ
た
ほ
ど
、
生
物
の
進
化
に
は

大
変
興
味
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
現
役
時
代
も
、
記
憶
を
中
心
と
す
る

ヒ
ト
脳
の
高
次
機
能
を
研
究
し
て
き
た
脳
研
究
者
で
、
そ
の
た
め
脳

の
進
化
に
も
関
心
が
高
か
っ
た
。
高
次
機
能
の
一
部
と
も
言
え
る
信

仰
（
宗
教
）
の
起
源
は
、
若
い
こ
ろ
も
考
え
て
は
き
た
が
、
実
は
脳

神
経
科
学
と
し
て
も
、
こ
の
話
題
に
つ
い
て
の
実
際
の
証
拠
は
非
常

128



に
少
な
く
、
究
極
の
難
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
現

役
時
代
と
異
な
り
、
私
も
リ
タ
イ
ア
後
に
は
資
料
を
調
べ
、
ゆ
っ
く

り
考
え
る
余
裕
が
で
き
、
一
応
概
念
は
纏
ま
っ
た
の
で
、
脳
の
進
化

と
信
仰
と
の
関
係
の
大
筋
を
以
下
に
述
べ
る
。

⑴
岩
絵
な
ど
の
一
様
性
・
類
似
性
と
ヒ
ト
脳
の
進
化

最
も
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）
の
起
源
に
関
係
が
あ
り
、
実
物

を
研
究
で
き
る
の
は
、
世
界
中
に
分
布
す
る
、
古
い
時
代
に
岩
や
洞

窟
に
描
か
れ
た
岩
絵
（
ペ
ト
ロ
グ
ラ
フ
）
で
あ
ろ
う
。
岩
絵
の
遺
物

と
し
て
の
重
要
さ
は

年
ほ
ど
前
、
大
学
に
学
術
調
査
探
検
部
を

50

創
っ
た
際
、
部
長
を
お
願
い
し
て
い
た
文
化
人
類
学
者
・
泉
靖
一
さ

ん
（
先
生
も
学
生
時
代
、
京
大
の
白
頭
山
遠
征
に
刺
激
さ
れ
、
京
城

帝
大
で
山
岳
部
を
創
設
し
た
）
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
。
大
学
が
派

遣
し
た
探
検
部
の
遠
征
と
し
て
、
中
南
米
を
一
緒
に
縦
断
調
査
す
る

旅
行
を
計
画
実
行
し
、
中
米
の
ホ
テ
ル
で
同
室
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

飲
む
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
、「
な
ぜ
岩
絵
が
重
要
か
」
に
つ
い
て
先

生
の
議
論
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
英
国
留
学
や
日
仏

学
術
交
流
の
仕
事
な
ど
、
機
会
を
見
て
旅
行
し
、
各
地
の
岩
絵
を
訪

れ
た
。
欧
州
の
洞
窟
の
岩
絵
ば
か
り
で
な
く
、
岩
絵
の
多
い
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
砂
漠
の
山
地
、
タ
ッ
シ
リ
・
ナ
ジ
ェ
ー
ル
に
も
行
っ
た
。

岩
絵
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
脳
レ
ベ
ル
の
進
化
と
し
て
は
単
純

に
纏
め
ら
れ
る
と
思
う
。
石
器
時
代
か
ら
続
く
岩
絵
の
モ
チ
ー
フ

も
、
円
や
四
角
か
ら
動
物
、
手
形
、
想
像
上
の
霊
魂
な
ど
へ
と
、
時

代
と
と
も
に
多
様
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
ヒ
ト
の
脳
も
進
化

し
た
が
、
ヒ
ト
の
祖
先
が
移
動
を
開
始
せ
ず
ま
だ
ア
フ
リ
カ
に
い
た

こ
ろ
、
脳
が
建
て
増
し
し
た
よ
う
に
巨
大
化
し
、
ほ
か
の
霊
長
類
に

は
な
い
、
言
語
な
ど
抽
象
概
念
に
関
わ
る
脳
の
高
次
機
能
が
、
余
分

に
持
て
る
よ
う
に
大
き
く
な
っ
た
。
特
徴
と
し
て
石
器
時
代
の
あ
る

人
類
の
危
機
以
後
、
同
じ
よ
う
な
遺
伝
子
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
パ
タ
ー
ン
に
よ

る
、
同
じ
よ
う
な
脳
を
持
っ
た
ヒ
ト
が
多
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

実
は
こ
の
脳
が
大
き
く
進
化
し
た
後
の
一
時
期
（
7
万
5
0
0
0

年
前
ご
ろ
）、
寒
冷
化
に
よ
り
ヒ
ト
の
集
団
は
絶
滅
し
か
け
、
非
常
に

少
人
数
に
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
元
の
集
団
で
は

全
体
が
多
様
だ
っ
た
ヒ
ト
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
の
た
く
さ
ん
の
パ
タ
ー
ン
の

う
ち
、
一
部
の
ヒ
ト
集
団
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
だ
け
が
残
っ
た
（
ボ
ト
ル

ネ
ッ
ク
効
果
と
言
う
）
の
で
、
そ
の
後
の
ヒ
ト
集
団
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列

の
変
異
は
、
そ
の
前
に
比
べ
て
少
な
く
な
り
、
よ
り
一
様
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
当
然
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
で
作
ら
れ
る
ヒ
ト
脳
の
構
造
や
機
能

の
進
化
・
発
達
も
、
よ
り
ば
ら
つ
き
が
少
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、

岩
絵
か
ら
始
ま
る
抽
象
的
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
が
発
展
し
た
信
仰
、
宗

教
な
ど
、
空
想
的
な
も
の
も
、
今
は
全
て
脳
内
の
神
経
回
路
網
の
活

動
と
さ
れ
、脳
神
経
科
学
で
も
扱
え
る
よ
う
な
分
野
に
な
っ
て
き
た
。
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「
唯
脳
論
」
で
あ
る
。
哲
学
的
に
な
り
が
ち
な
議
論
は
、
養
老
孟
司
さ

ん
の
名
著
『
唯
脳
論
』（
青
土
社
、
1
9
8
9
）
に
譲
る
が
、
現
在
の

脳
神
経
科
学
の
発
展
に
よ
り
、
私
を
含
め
脳
研
究
者
の
多
く
は
、「
あ

ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
は
、
全
て
脳
で
説
明
で
き
る
」
と
考
え
て
い
る
。

西
欧
な
ど
で
有
名
な
『
金
枝
篇
』
は
、
世
界
の
未
開
社
会
の
神
話
・

呪
術
・
信
仰
に
関
す
る
研
究
報
告
を
丹
念
に
纏
め
た
大
著
で
あ
る
が
、

英
国
の
「
現
地
に
は
決
し
て
行
か
な
い
〝
安
楽
椅
子
〞
民
族
学
者
」

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
。
し
か
し
、
教
会

の
教
え
に
忠
実
に
育
っ
た
彼
は
、
神
道
や
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
「
東
洋
的
自
然
観
」
を
野
蛮
と
評
価
す
る
ほ
ど
で
、
山
岳
信
仰

に
つ
い
て
は
、『
金
枝
篇
』
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
山
岳

信
仰
が
日
本
の
民
俗
学
者
の
興
味
を
大
い
に
引
い
て
い
た
こ
と
は
、

下
記
の
柳
田
国
男
か
ら
、
あ
の
南
方
熊
楠
へ
の
手
紙
で
も
分
か
る
。

｢春
の
二
月
八
日
（
ま
た
は
十
二
日
）
に
山
の
神

里
に
下
り

田
の
神
と
な
り
、
十
月
の
八
日
（
十
二
日
）
に
田
の
神

山
に

入
り
て
山
の
神
と
な
る
と
い
う
風
習
全
国
に
ひ
ろ
が
り
、
江
戸

の
初
午
な
ど
ま
た
こ
れ
に
出
つ
る
も
の
な
る
こ
と
、
小
生
は
よ

ほ
と
詳
し
く
材
料
を
あ
つ
め
お
り
候
。
フ
レ
エ
ザ
の
「
ス
ピ

リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
コ
ー
ン
」
(corn
は
、
聖
書
で
の
神
の
シ
ン
ボ

ル
。
筆
者
注
)の
説
を
補
う
に
足
る
べ
し
と
思
い
お
り
候
」

ま
た
1
9
9
0
年
ご
ろ
、
大
江
健
三
郎
氏
は
、
原
始
美
術
と
集
団

的
創
造
力
の
関
係
性
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、「
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
タ
ッ

シ
リ
山
地
の
大
き
な
岩
絵
の
な
か
に
、
宇
宙
人
に
見
え
る
も
の
が
あ

る
」
か
ら
連
想
し
た
フ
ォ
ン
・
デ
ニ
ケ
ン
の
「
原
始
美
術
は
、
神
々

＝
〝
異
星
か
ら
の
知
性
体
の
痕
跡
〞
で
あ
る
」
と
い
う
妄
想
を
、
集

団
的
創
造
力
の
結
果
の
例
と
し
て
挙
げ
て
し
ま
っ
た
。

脳
神
経
科
学
者
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ニ
ュ
ー
バ
ー
グ
と
ユ
ー
ジ
ン
・

ダ
ギ
リ
は
、
宗
教
体
験
を
脳
神
経
科
学
的
に
解
明
す
る
に
当
た
り
、

以
下
の
仮
説
を
立
て
た
。
す
な
わ
ち「
神
秘
体
験
は
幻
覚
で
は
な
く
、

神
経
学
的
に
測
定
可
能
な
現
象
で
あ
り
、
宗
教
的
体
験
は
進
化
上
あ

る
時
期
に
、
ヒ
ト
脳
だ
け
に
組
み
込
ま
れ
た
先
天
的
機
能
で
あ
る
」。

彼
ら
は
神
話
や
儀
式
、
神
秘
体
験
、
原
始
宗
教
、
絶
対
者
な
ど
が
、

脳
が
自
己
と
他
者
の
区
別
を
認
識
し
な
く
な
る「
絶
対
的
合
一
状
態
」

に
由
来
す
る
も
の
だ
、
と
す
る
。
そ
の
鍵
に
な
る
の
が
、
身
体
の
空

間
的
な
位
置
把
握
を
す
る
脳
の
皮
質
に
あ
る
「
方
向
定
位
連
合
野
」

だ
。
ヒ
ト
が
瞑
想
す
る
と
き
の
極
度
の
集
中
、
あ
る
い
は
禅
な
ど
の

「
無
」の
状
態
が
、こ
の
領
域
へ
の
感
覚
入
力
を
遮
断
し
、特
別
な
モ
ー

ド
に
入
る
こ
と
が
宗
教
体
験
を
引
き
起
こ
す
、
と
言
う
の
だ
。

例
え
ば
、
神
の
お
告
げ
を
聴
く
よ
う
な
ヒ
ト
の
幻
想
体
験
が
、
世

界
の
全
て
の
神
や
宗
教
に
共
通
な
の
も
、
神
や
宗
教
の
抽
象
性
を
扱

え
る
複
雑
な
神
経
回
路
網
の
働
き
、
す
な
わ
ち
現
生
人
類
に
共
通
な
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脳
の
機
能
と
構
造
の
進
化
の
お
陰
で
、
繰
り
返
す
が
、
遺
伝
学
的
に

言
え
ば
ヒ
ト
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
変
化
の
な
せ
る
業
で
あ
ろ
う
。

人
類
進
化
上
あ
る
時
期
に
起
こ
っ
た
こ
の
脳
の
変
化
は
、
岩
絵
の

誕
生
で
も
分
か
る
。
世
界
最
古
の
岩
絵
と
し
て
4
万
年
前
の
も
の

が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
南
部
の
洞
窟
で
発
見
さ
れ
た
。

全
長
5
ｍ
に
わ
た
り
、ア
ノ
ア
と
呼
ば
れ
る
こ
の
島
固
有
の
水
牛
や
、

イ
ノ
シ
シ
の
一
種
が
描
か
れ
て
い
る
。
あ
る
場
面
で
は
、
ア
ノ
ア
が

槍
を
持
っ
た
複
数
の
人
物
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
実
は
最
近
、
7
万
年

前
ご
ろ
（
地
質
年
代
で
は
最
終
氷
期
へ
の
気
候
悪
化
期
）
の
岩
に
描

い
た
絵
の
よ
う
な
も
の
も
、
人
類
が
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
る
ア
フ
リ

カ
南
部
か
ら
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
岩
絵
の
初
期
の
も
の
と
考
え

れ
ば
、
人
類
の
脳
に
7
万
年
前
ご
ろ
の
気
候
が
急
に
寒
冷
化
し
、
生

活
が
厳
し
く
な
っ
て
死
者
が
増
え
、淘
汰
が
激
し
く
起
こ
っ
た
と
き
、

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
現
象
と
と
も
に
こ
の
重
要
な
進
化
が
起
こ
っ
た
、
と

私
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
岩
絵
を
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
脳
（
進

化
し
た
脳
遺
伝
子
群
）を
持
っ
た
人
々
だ
け
が
、辛
う
じ
て
生
き
残
っ

た
。
7
万
年
前
か
ら
、
ヒ
ト
は
抽
象
的
な
こ
と
を
他
人
に
伝
え
、
共

通
概
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
具
体
的
に
は
原
始
宗

教
的
な
こ
と
も
始
ま
り
、
岩
絵
が
出
現
し
た
と
言
え
る
。

山
と
の
関
係
は
、
日
本
と
も
同
じ
照
葉
樹
林
文
化
で
あ
る
中
国
・

雲
南
地
方
の
岩
絵
で
も
見
ら
れ
る
。
雲
南
の
古
い
岩
絵
は
、
2
0
0

0
ｍ
級
の
山
の
頂
上
付
近
に
あ
る
も
の
が
多
い
。
描
か
れ
て
い
る
も

の
は
ヤ
ギ
、
シ
カ
な
ど
野
生
動
物
で
、
実
物
の
模
写
で
は
な
く
、
呪

術
的
、
原
始
宗
教
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
雲
南
の
少
数
民
族
の
風
習
の
日
本
と
の
共
通
性
は
高
い
が
、
彼

ら
も
山
に
行
っ
て
山
の
神
に
ブ
タ
や
ニ
ワ
ト
リ
を
供
え
崇
い
、
世
界

共
通
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
自
然
崇
拝
）
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
例
え

ば
、
ブ
ー
ラ
ン
族
は
「
雅
（
ヤ
）」
と
い
う
山
の
神
を
崇
拝
し
、
畑
を

作
る
た
め
に
森
を
焼
く
前
に
、
供
物
や
水
を
用
意
す
る
。

⑵
脳
の
発
達
と
機
能
は
「
遺
伝
と
環
境
の
相
互
作
用
」
で
決
ま
る

ヒ
ト
の
前
頭
前
野
は
、
霊
長
類
の
中
で
も
極
め
て
発
達
が
遅
い
こ

と
が
知
ら
れ
、
現
在
の
ヒ
ト
で
は

代
半
ば
か
ら

歳
く
ら
い
ま
で

20

30

発
達
し
続
け
る
。
ア
ン
ド
レ
イ
・
ヴ
ィ
シ
ェ
ド
ス
キ
ー
は
、
前
頭
前

野
に
お
け
る
ダ
ウ
ン
症
な
ど
の
様
々
な
脳
障
害
や
、
子
ど
も
の
脳
が

成
長
す
る
な
か
で
直
面
す
る
言
語
的
理
解
の
発
達
を
研
究
し
、
前
頭

前
野
は
知
覚
世
界
と
内
な
る
思
考
の
統
合
や
、
宗
教
な
ど
文
化
形
成

の
た
め
の
想
像
力
獲
得
に
必
須
で
あ
り
、
進
化
の
過
程
で
当
時
の
ヒ

ト
脳
に
、
前
頭
前
野
の
発
達
を
遅
ら
す
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
突
然
変
異
が
起

こ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。
ど
の
染
色
体
の
遺
伝
子
か
の
問
い
に
示
唆

的
な
例
が
、
重
度
の
知
的
障
害
に
あ
る
。

昔
か
ら
有
名
な
知
的
障
害
に
は
、
ク
レ
チ
ン
症
（
白
痴
）
が
あ
る
。
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マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
初
登
頂
で
知
ら
れ
る
ウ
イ
ン
パ
ー
は
名
著

『
Scram
blesam
ongsttheA
lps』（
和
訳
は
『
ア
ル
プ
ス
登
攀
記
』

で
出
て
い
る
が
、
内
容
全
体
の
意
訳
は
『
ア
ル
プ
ス
を
巡
る
旅
』）
の

中
で
、
熱
心
に
ク
レ
チ
ン
症
の
原
因
に
つ
い
て
述
べ
「
遺
伝
性
で
あ

る
」
と
し
、
患
者
同
士
の
結
婚
を
容
認
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
会
を

非
難
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ク
レ
チ
ン
症
原
因
の
遺
伝
説
は
、
新
し

が
り
屋
で
科
学
好
き
で
も
あ
っ
た
ウ
イ
ン
パ
ー
の
、
当
時
の
間
違
っ

た
医
学
知
識
の
単
な
る
受
け
売
り
で
、
今
は
環
境
中
の
ヨ
ー
ド
不
足

に
よ
る
と
判
明
し
て
い
る
。
一
般
に
脳
の
機
能
は
遺
伝
と
環
境
の
相

互
作
用
で
決
ま
り
、
環
境
が
原
因
だ
と
、
治
療
だ
け
で
な
く
予
防
が

で
き
る
。
患
者
の
早
期
発
見
と
ヨ
ー
ド
剤
の
投
与
で
、
幸
い
日
本
で

は
ク
レ
チ
ン
症
は
予
防
さ
れ
、
ク
レ
チ
ン
症
の
子
を
見
る
こ
と
は
珍

し
く
な
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
日
本
で
は
自
閉
症
な
ど
の
発
達
障
害

は
増
え
て
、
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

自
然
信
仰
に
始
ま
る
原
始
宗
教
の
実
態
で
あ
る
幻
想
・
抽
象
は
、

機
能
的
共
鳴
法
（
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
）
に
よ
れ
ば
、
主
に
ヒ
ト
脳
の
新
皮
質

（
前
頭
前
野
）
や
基
底
核
の
働
き
で
あ
り
、
ま
た
、
視
覚
野
な
ど
広
範

囲
な
多
く
の
感
覚
野
の
関
与
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
細
か
く
神

経
細
胞
の
レ
ベ
ル
で
は
、抽
象
概
念
に
該
当
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク（
神

経
回
路
網
）
の
、
神
経
細
胞
と
神
経
細
胞
を
繋
ぐ
シ
ナ
プ
ス
接
続
パ

タ
ー
ン
は
多
様
、複
雑
で
あ
る
。
神
経
回
路
網
の
自
発
活
動
に
よ
る
、

全
体
の
同
期
し
た
発
火
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
だ
詳
細

は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
脳
高
次
機
能
の
一
段
上
へ
の
発
達
が
ア

ニ
ミ
ズ
ム
な
ど
の
抽
象
概
念
を
生
じ
た
が
、
そ
れ
を
「
意
識
さ
れ
ず

に
抽
象
概
念
と
認
識
し
始
め
た
ヒ
ト
脳
の
実
体
は
、
脳
内
神
経
回
路

網
の
活
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
」
と
大
ま
か
に
説
明
で
き
る
。
問
題
の

岩
絵
や
ス
ト
ー
ン
・
サ
ー
ク
ル
な
ど
、
ヒ
ト
脳
が
造
っ
た
遺
物
が
、

世
界
各
地
で
ほ
ぼ
一
様
で
、
似
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
脳
神
経

科
学
的
に
も
当
然
と
言
え
る
。

そ
れ
ら
の
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）
に
発
す
る
潮
流
は
、
現
存

す
る
宗
教
形
態
の
基
層
と
な
っ
て
お
り
、
土
着
の
神
・
伝
説
・
信
仰

と
結
び
付
き
、
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
世
界
各
地
に
広
ま
っ
た
。

⑶
ア
ル
プ
ス
の
凍
結
ミ
イ
ラ
「
ア
イ
ス
マ
ン
」
は
、
な
ぜ
高
い
山

に
登
っ
た
か
―
日
本
人
が
考
え
る
山
岳
信
仰
説

も
う
一
つ
の
科
学
的
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
1
9
9
1

年
に
発
見
さ
れ
た
、
5
3
0
0
年
前
に
南
チ
ロ
ル
の
尾
根
近
く
の

エ
ッ
ツ
タ
ー
ル
の
高
地
（
3
2
1
0
ｍ
）
で
死
ん
だ
「
凍
結
ミ
イ
ラ
・

ア
イ
ス
マ
ン
（
エ
ッ
ツ
ィ
と
呼
ば
れ
た
）」
か
ら
の
情
報
で
あ
る
。

発
見
か
ら
長
年
経
ち
研
究
が
進
ん
だ
が
、
ご
く
最
近
、
種
々
の
新

し
い
技
術
に
よ
る
腸
の
内
容
物
の
花
粉
の
観
察
か
ら
、
エ
ッ
ツ
ィ
の

死
の
前
の
事
情
が
詳
し
く
分
か
っ
て
き
た
（
近
年
の
N
ational
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Geographic
誌
を
参
照
）。「
穀
物
や
肉
な
ど
良
い
食
事
を
食
べ
て

い
て
、
狩
猟
用
の
2
本
の
矢
は
未
使
用
だ
っ
た
」
な
ど
か
ら
、
昔
一

部
で
信
じ
ら
れ
た
「
羊
飼
い
、
ま
た
狩
人
で
も
あ
っ
た
エ
ッ
ツ
ィ
が
、

争
い
に
よ
り
山
に
逃
げ
込
ん
で
長
い
間
高
地
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
後

殺
さ
れ
た
」
と
い
う
通
説
は
、
新
し
い
デ
ー
タ
か
ら
誤
っ
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
食
物
の
精
査
か
ら
、
彼
が
死
の
数
時
間
前
に
食
べ

た
の
は
、「
念
入
り
に
時
間
を
か
け
て
用
意
さ
れ
た
、
携
帯
用
食
料
の

詰
め
合
わ
せ
」（
現
在
の
我
々
が
登
山
の
際
、
用
意
す
る
よ
う
な
携
帯

食
）だ
っ
た
し
、食
べ
た
環
境
は
、花
粉
研
究
か
ら
針
葉
樹
林
中
だ
っ

た
ら
し
い
。

｢エ
ッ
ツ
ィ
が
な
ん
の
た
め
に
、
放
牧
地
し
か
な
い
高
地
に
登
っ

た
の
か
」と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
羊
を
放
牧
す
る
た
め
」が
当
然
、

い
ち
ば
ん
無
難
な
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
信
仰
は
と
も
か
く
山

岳
信
仰
の
こ
と
な
ど
よ
く
知
ら
ず
、
思
い
つ
き
も
し
な
い
現
代
の
欧

米
研
究
者
に
は
、
エ
ッ
ツ
ィ
の
信
仰
な
ど
「
彼
の
脳
が
何
を
考
え
て

い
た
か
」
は
、
考
古
学
的
な
物
的
痕
跡
が
残
り
に
く
い
の
で
、
ど
う

も
あ
ま
り
見
当
が
付
か
な
い
よ
う
だ
。

さ
す
が
に
エ
ッ
ツ
ィ
研
究
者
で
、
当
時
の
関
係
す
る
知
識
を
広
く

詳
し
く
纏
め
た
、
考
古
学
教
授
コ
ン
ラ
ー
ト
・
シ
ュ
ピ
ン
ド
ラ
ー
は
、

名
著
『
5
0
0
0
年
前
の
男
』
の
終
わ
り
に
「
彼
自
身
は
シ
ャ
ー
マ

ン
で
も
僧
侶
で
も
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
宗
教
心
は
持
ち
合
せ
て
い
た

だ
ろ
う
。
家
畜
の
移
動
を
始
め
る
前
に
は
『
仕
事
が
う
ま
く
い
き
ま

す
よ
う
に
』
と
、
聖
な
る
模
様
石
に
祈
っ
た
り
、
供
物
を
捧
げ
た
り

し
た
ろ
う
し
、
帰
郷
後
は
無
事
を
感
謝
し
た
り
し
た
だ
ろ
う
」
と
書

き
、
エ
ッ
ツ
ィ
は
す
で
に
、
宗
教
の
始
ま
り
で
あ
る
、
抽
象
的
な
イ

メ
ー
ジ
（
神
）
を
信
じ
る
脳
を
持
っ
て
い
た
、
と
予
測
し
て
い
る
。

そ
こ
で
「
山
岳
信
仰
大
国
」
日
本
の
私
が
考
え
る
と
、「
エ
ッ
ツ
ィ

は
日
ご
ろ
か
ら
山
を
敬
い
、
そ
の
儀
式
を
や
る
た
め
に
も
山
の
奥
、

頂
上
や
尾
根
近
く
の
聖
地
に
登
っ
た
の
だ
。
下
か
ら
持
っ
て
来
た
大

量
の
苔
は
、
儀
式
用
で
は
な
い
か
」
と
い
う
説
が
容
易
に
出
せ
る
。

少
な
く
と
も
、
岩
絵
の
世
界
各
地
へ
の
古
く
か
ら
の
広
が
り
と
、

岩
絵
を
書
い
た
ヒ
ト
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
レ
ベ
ル
の
解
析
か
ら
、
エ
ッ
ツ
ィ
の

持
つ
Ｄ
Ｎ
Ａ
も
そ
れ
と
似
て
い
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
山
岳
信
仰

な
ど
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
＝
宗
教
の
起
源
）
が
生
じ
る
段
階
に

ま
で
進
化
し
た
複
雑
で
大
き
な
脳
は
、
エ
ッ
ツ
ィ
も
持
っ
て
お
り
、

彼
の
脳
は
彼
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
作
り
、
発
達
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

⑷
現
代
の
山
登
り
と
科
学
の
負
の
面

現
在
の
欧
米
人
は
、
山
に
関
し
て
言
え
ば
、
遭
難
や
死
を
伴
い
が

ち
な
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
流
行
も
ほ
ぼ
終
わ
り
、
よ
り
安
全
な
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
な
ど
登
山
を
含
む
旅
行
が
、
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
し
か

し
、
欧
米
で
も
昔
は
あ
っ
た
山
岳
信
仰
な
ど
自
然
信
仰
は
、
現
代
で
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は
そ
の
痕
跡
や
遺
物
は
極
く
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。「
山
の

頂
上
を
悪
霊
の
棲
む
所
と
し
て
恐
れ
た
」
中
世
か
ら
の
麓
の
人
々
の

キ
リ
ス
ト
教
的
態
度
に
は
、
さ
す
が
に
変
化
が
見
ら
れ
、
現
在
は
山

小
屋
や
ガ
イ
ド
業
な
ど
登
山
客
の
お
金
と
、
観
光
客
を
相
手
に
し
た

お
土
産
屋
の
収
入
な
ど
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
欧
米
で
の

山
岳
信
仰
を
含
む
自
然
信
仰
は
、
現
在
は
イ
タ
リ
ア
の
小
さ
な
山
村

か
ら
興
っ
た
「
地
産
地
消
、
有
機
農
業
の
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
」
な

ど
、
よ
り
広
い
「
自
然
を
愛
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
」
に
変
わ
り
、

世
界
的
、
社
会
的
に
続
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
人
類
が
元
々
持
っ
て
い
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
、
の
ち
の
キ
リ

ス
ト
教
で
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
で
は
古
く
か
ら
の
山
岳

信
仰
が
、
そ
の
ま
ま
自
然
信
仰
と
し
て
残
っ
た
。
将
来
に
わ
た
っ
て

人
類
が
生
き
残
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、「
自
然
信
仰
の
復
活
、
す
な

わ
ち
、
自
然
に
よ
っ
て
人
類
は
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
エ
コ
ロ

ジ
ー
の
考
え
方
」
で
あ
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
別
の
面
で
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
弱
か
っ
た
分
、
不

都
合
な
こ
と
も
生
じ
た
。
欧
州
に
は
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
と
の
闘
い
、

す
な
わ
ち
唯
一
神
と
切
磋
琢
磨
す
る
な
か
で
生
ま
れ
育
っ
た
近
代
科

学
の
歴
史
が
あ
る
。
一
方
日
本
で
は
、
欧
米
に
は
あ
る
こ
と
の
多
い

「
絶
対
的
な
神
の
倫
理
に
よ
る
科
学
の
監
視
」
す
な
わ
ち
、
ア
ン
チ
科

学
の
歯
止
め
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
は
役
に
立
つ
技
術
と
し

て
の
み
無
比
判
に
取
り
入
れ
た
傾
向
が
あ
る
。

あ
の
人
並
み
外
れ
た
知
性
と
感
性
を
持
ち
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
と

も
並
び
称
さ
れ
る
開
高
健
氏
は
、
探
検
的
大
物
釣
り
を
趣
味
に
し
、

世
界
各
地
の
辺
境
に
も
た
び
た
び
行
っ
て
『
オ
ー
パ
！
』
な
ど
を
書

い
た
。
彼
が
死
の
直
前
、
遺
言
の
よ
う
に
言
っ
た
よ
う
に
「
日
本
で

は
キ
リ
ス
ト
教
の
良
い
面
、【
科
学
が
必
然
的
に
も
つ
、
胡
散
臭
い
悪

い
面
を
、
神
の
言
と
し
て
ハ
ッ
キ
リ
教
え
る
】
教
会
で
の
経
験
が
一

般
に
な
く
、
日
本
で
は
全
体
的
に
ナ
イ
ー
ブ
に
〝
科
学
は
善
〞
と
信

じ
て
い
る
」
面
が
あ
る
。
こ
の
開
高
氏
の
指
摘
は
、
英
国
留
学
後
50

年
近
く
、
日
本
で
科
学
研
究
を
飯
の
種
に
し
て
き
た
私
に
も
、
西
欧

の
よ
う
に
科
学
と
宗
教
の
〝
同
根
な
ゆ
え
の
近
親
憎
悪
的
対
立
〞
の

歴
史
の
な
い
日
本
で
は
、
現
在
だ
け
で
な
く
未
来
を
左
右
す
る
重
要

な
要
点
と
思
う
。

第
2
部

世
界
各
地
の
名
山
と
山
岳
信
仰

世
界
各
地
の
山
岳
信
仰
を
地
域
別
、
主
と
し
て
山
別
に
述
べ
る
。

私
が
世
界
百
名
山
と
し
て
選
び
、
科
学
文
芸
季
刊
誌
『
ミ
ク
ロ
ス
コ

ピ
ア
』
に
連
載
し
た
山
が
当
然
多
い
の
で
、
標
高
や
国
名
、
掲
載
順

と
と
も
に
示
し
た
が
、
そ
う
で
な
い
山
で
も
、
山
岳
信
仰
の
視
点
か

ら
必
要
な
山
に
つ
い
て
は
、
分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
書
き
加
え
た
。

な
お
、「
私
の
世
界
百
名
山
」
の
本
文
（
約
8
ペ
ー
ジ
、
安
富
沙
織
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さ
ん
が
描
く
絵
地
図
付
き
）
と
山
名
一
覧
表
は
、
私
が
学
術
調
査
探

検
部
を
創
る
前
に
卒
部
し
た
東
大
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
Ｏ
Ｂ
・

Ｏ
Ｇ
会
の
藤
野
浩
一
さ
ん
が
、
親
切
に
還
暦
祝
に
作
っ
て
く
だ
さ
っ

た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http://w
w
w
.age.jp/~yusanjin/）
を
参
照

さ
れ
た
い
。

2
―
1

ヒ
マ
ラ
ヤ
周
辺
、
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
の
山
岳
信
仰

①
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
（
8
8
4
8
ｍ
、
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区

／
ネ
パ
ー
ル
）「
私
の
世
界
百
名
山
」
掲
載
順
50

世
界
最
高
峰
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
の
名
が
、
シ
ェ
ル
パ
の
人
々
が
崇

拝
す
る
、
頂
上
に
座
す
ボ
ン
教
の
女
神
M
iyorangsam
gm
a（
チ
ョ

モ
・
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
）
の
名
に
由
来
し
、
長
い
固
有
名
詞
は
短
縮

し
「
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
」
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
の
習
慣
で
そ
う
な
っ

た
こ
と
は
、
日
本
で
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
イ
ン
ド
測
量

局
も
山
名
は
現
地
名
採
用
が
原
則
で
、
安
易
な
献
名
に
対
す
る
英
官

僚
へ
の
反
発
も
多
く
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
（
元
イ
ン
ド
測

量
局
長
官
）
本
人
も
嫌
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
大
英
帝
国
の
誇
り

が
決
定
者
を
狂
わ
せ
、
あ
る
い
は
忖
度
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

シ
ェ
ル
パ
族
だ
け
で
な
く
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
に
住
む
人
た
ち
は
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
は
神
々
の
鎮
座
す
る
「
聖
山
」
と
し
て
信
仰
し
て
い
る
。

登
山
シ
ェ
ル
パ
は
収
入
の
良
い
職
業
な
の
で
、
生
命
の
危
険
も
多
い

が
、貧
し
い
の
で
仕
方
な
く
ガ
イ
ド
や
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
山
に
登
る
。

し
か
し
、
彼
ら
が
聖
山
信
仰
の
た
め
、
神
々
の
座
所
に
入
る
と
き
に

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
は
プ
ジ
ャ
（
祈
祷
）
を
行
な
う
こ
と
は
、
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
山
に
入
る
と
、要
所
で
は
数
珠
を
手
繰
り「
オ

ム
・
マ
ニ
・
ペ
メ
・
フ
ム
」
と
マ
ン
ト
ラ
（
真
言
）
を
唱
え
る
。

エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
初
登
頂
の
と
き
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ヒ
ラ
リ
ー

は
頂
上
に
十
字
架
を
捧
げ
た
が
、
シ
ェ
ル
パ
族
の
テ
ン
ジ
ン
は
、
頂

上
に
鎮
座
す
る
、
彼
ら
が
信
仰
す
る
女
神
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
へ
の
供

物
を
捧
げ
た
。
こ
の
事
実
は
英
国
な
ど
の
登
頂
報
道
で
は
、
ほ
と
ん

ど
無
視
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
も
こ
の
テ
ン
ジ
ン
の
ボ
ン

世界の山岳信仰
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教
的
行
動
は
、
登
山
関
係
の
人
々
を
含
む
一
般
に
は
、
全
く
と
言
っ

て
い
い
ほ
ど
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
初
登
頂
の
知
ら
せ
が
ロ
ン

ド
ン
に
届
い
た
の
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
戴
冠
式
の
前
夜
で
、
戴

冠
を
祝
す
る
吉
報
と
し
て
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
英
名
と
と
も
に
、
全
世

界
に
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

別
の
証
拠
と
し
て
、
野
口
健
氏
が
公
開
し
て
い
る
、
シ
ェ
ル
パ
族

の
重
鎮
か
ら
の
手
紙
が
あ
る
。
ヒ
ラ
リ
ー
卿
が
麓
の
人
々
の
た
め
に

創
っ
た
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
基
金
」
の
理
事
で
あ
る
ツ
ク
テ
ン
・
シ
ェ
ル
パ

か
ら
の
、「
日
本
シ
ェ
ル
パ
基
金
」
を
創
っ
た
野
口
健
氏
宛
の
手
紙
で

は
「
ヒ
ラ
リ
ー
卿
が
頂
上
に
立
て
た
の
は
、
あ
た
か
も
（
最
高
峰
に

座
す
）
女
神
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
が
、
ヒ
ラ
リ
ー
卿
の
中
に
善
意
と
他

人
を
助
け
る
努
力
を
見
た
た
め
に
、彼
の
登
頂
成
功
を（
女
神
や
シ
ェ

ル
パ
族
と
し
て
は
、
登
頂
は
信
仰
上
困
る
の
だ
が
…
…
。
筆
者
注
）

許
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
1
9
6
0
年
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
基
金
を
創

設
し
て
、
そ
の
資
金
の
ほ
と
ん
ど
を
自
分
で
負
担
し
、
学
校
や
病
院

や
道
路
や
空
港
を
建
て
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
シ
ェ
ル
パ
達
の
生

活
を
改
善
し
、
そ
の
結
果
、
後
に
シ
ェ
ル
パ
達
は
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
麓

の
地
域
に
訪
れ
た
、
全
て
の
す
ば
や
い
経
済
的
変
化
に
対
応
す
る
こ

と
が
出
来
た
の
で
す
」
と
あ
る
。
元
々
シ
ェ
ル
パ
族
の
聖
山
の
女
神

ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
へ
の
敬
虔
な
山
岳
信
仰
と
、
ヒ
ラ
リ
ー
ら
に
よ
る

聖
山
初
登
頂
の
間
の
矛
盾
を
、
暗
に
表
現
し
て
い
る
。

歴
史
的
に
は
チ
ベ
ッ
ト
系
の
シ
ェ
ル
パ
族
が
、
山
案
内
人
の
職
業

と
し
て
「
シ
ェ
ル
パ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
国
の
遠
征
登

山
隊
を
強
力
に
支
え
た
。
過
去
の
英
国
隊
な
ど
外
国
人
登
山
者
に
一

般
に
見
ら
れ
る
が
、
シ
ェ
ル
パ
を
一
段
下
の
人
種
、
植
民
地
の
下
僕

と
と
ら
え
が
ち
で
、
あ
え
て
個
人
的
に
は
仲
良
く
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
シ
ェ
ル
パ
族
自
身
も
、
植
民
地
民
だ
っ
た
と
き
か
ら
今
に
ま

で
続
く
サ
ー
バ
ン
ド
と
し
て
の
習
性
、
外
国
人
へ
の
控
え
め
過
ぎ
る

態
度
が
、
残
念
な
が
ら
多
く
の
シ
ェ
ル
パ
た
ち
に
今
で
も
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
山
の
頂
上
に
座
す
女
神
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
の
こ
と

を
、
世
界
に
積
極
的
に
宣
伝
し
な
か
っ
た
た
め
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
と
を
直
接
聞
い
た
の
は
、
忙
し
い
研
究
所
生
活
が
定
年

で
終
わ
っ
た
2
0
0
3
年
、
世
界
最
高
峰
初
登
頂

年
記
念
に
合
わ

50

せ
、「
私
の
世
界
百
名
山
」
で
念
願
の
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
を
眺
め
に
カ

ラ
パ
タ
ー
ル
へ
行
っ
た
旅
で
、
ガ
イ
ド
し
て
く
れ
た
シ
ェ
ル
パ
か
ら

聞
い
た
。
ブ
ー
タ
ン
以
来
の
山
友
の
根
深
誠
さ
ん
は
、
幸
い
シ
ェ
ル

パ
た
ち
と
も
親
し
く
、
英
語
が
堪
能
な
ベ
テ
ラ
ン
の
シ
ェ
ル
パ
を
選

ん
で
紹
介
し
て
く
れ
た
。
私
の
高
所
順
応
の
た
め
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
街

道
で
は
会
話
で
き
る
速
度
で
歩
く
、
ゆ
っ
く
り
し
た
行
程
だ
っ
た
の

で
、
会
話
に
花
が
咲
い
た
。
シ
ェ
ル
パ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
歴
は
ガ
ウ

リ
サ
ン
カ
ー
ル
（
7
1
4
6
ｍ
）
初
登
頂
な
ど
豊
富
で
、
彼
が
参
加

し
た
多
く
の
欧
米
隊
で
の
出
来
事
や
、
ネ
パ
ー
ル
社
会
の
最
近
の
事

136



世界の山岳信仰

137

｢私の世界百名山」アルバムから

カラクリ湖とムスターグ・アタ（中国）。スウェン・ヘディンが最初に見たシルクロードの聖山



138

夜明けのチョモ・ラーリ（ブータン）。ブータン側では、初めて中尾佐助氏が途中まで登った



｢私の世界百名山」アルバムから

139

朝日を浴びるスメル山（インドネシア）。私が行ったときも小噴火を起こした聖山



140

夜明けのスネーヘッタ（ノルウェー）。付近は全くの荒野で宿がない。6月でも寒いなか車中泊した

ロシア側から眺めた双耳峰のエルブルース（ロシア／グルジア。）ヨーロッパ大陸最高峰は左のピーク



141

エーゲ海からの朝日に紅く染まるオリンポス（ギリシャ）。ゼウスなど神々が山上に住むというギリシャ神話がある

麓から眺めた、非常に珍しいルウェ・ンズルルの全景（ウガンダ／コンゴ）。ナイル河源流の「月の山」とされた



142

アレナルから眺めたチンボラッソ（エクアドル）。マッターホルンに続いて、この山もウインパーが初登頂



｢私の世界百名山」アルバムから

143

パクチャンタから眺めたアウサンガテ（ペルー）。温泉に入りながら、その北面を眺められる



144

ジャンキウェ湖畔から見た“チリ富士”オソルノ（チリ）。左で噴煙をたなびかせているのはプンティアグド



情
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
興
味
深
か
っ
た
。

年
記
念
と
い
う
こ
と
で
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
街
道
の
人
の
多
さ
、
混

50
雑
ぶ
り
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
、
彼
は
「
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
は
シ
ェ

ル
パ
族
が
崇
拝
す
る
女
神
の
座
で
、
聖
山
を
信
仰
す
る
私
た
ち
シ
ェ

ル
パ
族
は
、
実
は
登
山
者
に
は
あ
ま
り
頂
上
に
登
っ
て
ほ
し
く
な
い

の
だ
」
と
、
遠
慮
が
ち
に
言
っ
た
。
私
は
「
私
の
世
界
百
名
山
」
の

参
考
資
料
と
し
て
、
米
国
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
Sacred
M
ountains

ofthe
W
orld』
を
読
ん
で
い
て
、
女
神
の
名
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
を

知
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
話
し
た
。
す
る
と
、「
過
去
に
多
数

の
外
国
人
登
山
家
や
ト
レ
ッ
カ
ー
と
付
き
合
っ
て
き
た
が
、
生
ま
れ

て
初
め
て
、
山
名
が
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
の
女
神
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
に

由
来
し
て
お
り
、
麓
の
人
々
に
は
、
こ
の
聖
山
へ
の
信
仰
が
あ
る
こ

と
を
日
本
人
の
私
か
ら
は
っ
き
り
聞
い
た
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

②
チ
ョ
モ
・
ラ
ー
リ
（
7
3
1
5
ｍ
、
ブ
ー
タ
ン
）
34

チ
ョ
モ
・
ラ
ー
リ
は
、
元
々
ボ
ン
教
の
聖
山
だ
っ
た
。「
チ
ョ
モ
」

は
「
女
神
」
の
意
味
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
麓
に
仏
教
以
前
か
ら
あ
っ
た

ボ
ン
教
で
は
、
山
の
守
護
神
は
「
Five
T
sheringm
a
Sisters
長

；

寿
の
五
姉
妹
」
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
女
神
た
ち
で
あ
っ
た
。
チ
ョ

モ
・
ラ
ン
マ
は
女
神
ミ
ョ
ラ
ン
サ
ン
マ
、
ガ
ウ
リ
サ
ン
カ
ー
ル
は
女

神
タ
シ
・
ツ
ェ
リ
ン
が
座
し
、
チ
ョ
モ
・
ラ
ー
リ
の
「
ラ
ー
リ
」
は

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
の
花
嫁
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
チ

ベ
ッ
ト
に
は
同
名
の
町
も
あ
り
、
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
。
一
方
、

シ
ェ
ル
パ
族
な
ど
チ
ベ
ッ
ト
系
の
人
々
が
や
っ
て
い
る
宗
教
的
な
行

為
の
中
で
、
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
教
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
以
下
の
も

の
―
ル
ン
タ
（
タ
ル
チ
ョ
ー
と
も
言
い
、
峠
な
ど
に
掲
げ
る
祈
り
の

旗
）
や
山
に
住
む
郷
土
神
「
ユ
ル
ラ
・
シ
ダ
ー
」、
多
く
の
精
霊
た
ち

は
、
起
源
は
ボ
ン
教
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
学
術
調
査
探
検
部
の
顧

問
で
、
素
人
の
学
生
に
も
親
切
に
「
探
検
講
座
」
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
故
川
喜
田
二
郎
先
生
も
、
ネ
パ
ー
ル
の
秘
境
ブ
ム
タ
ン
で
ボ
ン
教

を
「
発
見
」
し
た
が
、
私
も
ブ
ー
タ
ン
西
部
で
、
ボ
ン
教
の
シ
ャ
ー

マ
ン
に
よ
る
、
踊
り
を
伴
っ
た
儀
式
を
観
察
し
た
。

こ
の
ブ
ー
タ
ン
の
名
山
を
眺
め
に
行
っ
た
と
き
、
途
中
か
ら
運
搬

用
に
馬
を
使
っ
た
が
、
麓
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
帰
る
と
き
、
馬

方
さ
ん
が
先
に
家
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
家
の
前
ま
で
来
る

と
、
何
か
儀
式
を
や
っ
て
い
る
ら
し
く
、
許
可
を
も
ら
っ
て
居
間
に

入
る
。
体
格
の
良
い
ボ
ン
教
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
女
が
、
金
属
製
の
塔

の
模
型
を
頭
に
載
せ
、
ゆ
っ
く
り
と
踊
っ
て
い
た
。
馬
方
さ
ん
に
子

ど
も
が
誕
生
し
た
の
で
、
遠
く
か
ら
巫
女
を
呼
ん
で
運
命
を
占
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
占
い
は
「
吉
」
と
出
て
、
彼
は
喜

ん
だ
。
馬
方
さ
ん
は
英
語
も
流
暢
に
話
す
、
ブ
ー
タ
ン
で
は
教
養
の

あ
る
人
だ
っ
た
が
、
ま
だ
要
所
で
は
、
彼
の
脳
に
古
い
ボ
ン
教
が
生
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き
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
中
に
チ
ョ
モ
・
ラ
ー
リ
を
眺
め
た
日
本
人
が
い
る
。
軍
命
で
チ

ベ
ッ
ト
に
潜
入
し
た
故
西
川
一
三
氏
は
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
イ
ン
ド
に

抜
け
る
と
き
、
チ
ョ
モ
・
ラ
ー
リ
の
チ
ベ
ッ
ト
側
山
麓
を
通
っ
た
。

「
通
り
が
か
っ
た
三
人
の
巡
礼
者
が
、
ウ
ー
ル
グ
（
背
負
い
籠
）
を
下

ろ
し
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
巨
峰
に
向
か
っ
て
叮
頭
を
し
始
め
た
。
汚

れ
た
毛
皮
の
衣
服
を
ま
と
い
、
鳥
の
巣
の
様
に
モ
ジ
ャ
モ
ジ
ャ
し
た

頭
髪
は
、
一
見
し
て
チ
ャ
ン
タ
ン
あ
た
り
の
遊
牧
民
で
あ
っ
て
、
そ

の
敬
虔
な
彼
ら
の
顔
、
姿
は
、
ど
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
に
見
え
た
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
本
当
の
人
間
の
姿
で
あ
ろ
う
」（
西
川
一
三
『
秘

境
西
域
八
年
の
潜
行
』（
芙
蓉
書
房
、
1
9
7
5
）

③
カ
ン
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
（
6
6
5
6
ｍ
、
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト
自
治

区
）「
私
の
世
界
百
名
山
」に
選
ん
で
あ
る
が
、眺
め
て
い
な
い
。

世
界
一
と
も
言
え
る
信
仰
を
集
め
て
い
る
聖
山
が
、
チ
ベ
ッ
ト
高

原
西
部
の
カ
ン
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
で
、
一
般
に
は
カ
イ
ラ
ス
山
と
し
て

有
名
で
あ
る
。「
リ
ン
ポ
チ
ェ
」
は
チ
ベ
ッ
ト
語
で
、「
如
意
宝
珠
」

の
意
味
で
あ
り
、優
れ
た
仏
教
修
行
者
に
与
え
ら
れ
る
尊
称
で
あ
る
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
「
カ
イ
ラ
ー
サ
」。
こ
れ
が
英
語
で
「
カ
イ

ラ
ス
」
と
し
て
伝
わ
り
、
世
界
的
な
通
称
と
な
っ
た
。
4
つ
の
宗
教

―
仏
教
徒
（
特
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）、
ボ
ン
教
徒
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
、ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
に
と
っ
て
聖
地
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
カ
イ
ラ
ス
山
を
リ
ン
ガ
（
男
根
）
と
し
て
崇
拝

し
、
ボ
ン
教
で
は
開
祖
の
シ
ェ
ー
ン
ラ
ッ
プ
・
ミ
ヨ
が
降
臨
し
た
地

と
し
て
い
る
。
山
の
周
囲
の

㎞
あ
る
巡
礼
（
コ
ル
ラ
）
路
を
、
チ

52

ベ
ッ
ト
仏
教
徒
は
右
回
り
に
、
ボ
ン
教
徒
は
左
回
り
に
行
な
う
。

巡
礼
路
沿
い
に
チ
ベ
ッ
ト
僧
院
（
ゴ
ン
パ
）
や
鳥
葬
場
、
仏
足
跡

が
あ
る
。
最
高
点
ド
ル
マ
・
ラ
は
5
6
3
0
ｍ
の
峠
。
最
も
き
つ
い

所
で
、
日
本
人
チ
ベ
ッ
ト
巡
礼
僧
の
元
祖
で
あ
る
河
口
慧
海
は
、「
三

途
の
逃
れ
坂
」と
呼
ん
だ
。
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
、ネ
パ
ー
ル
、ブ
ー

タ
ン
な
ど
か
ら
の
巡
礼
者
は
5
億
人
に
上
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

古
く
か
ら
多
数
の
巡
礼
者
を
集
め
た
聖
山
で
、
信
仰
の
山
で
あ
る
た

め
、
登
頂
は
さ
れ
て
い
な
い
。
世
界
で
最
初
に
8
0
0
0
ｍ
峰
全
14

座
を
無
酸
素
で
登
り
、
名
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
と
言
わ
れ
る
超
人
、
ラ
イ

ン
ホ
ル
ト
・
メ
ス
ナ
ー
は
、

年
代
半
ば
に
中
国
政
府
か
ら
登
頂
許

80

可
は
貰
っ
た
が
、
現
地
で
巡
礼
者
の
祈
り
を
見
て
「
こ
の
山
を
征
服

す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
魂
を
制
圧
す
る
こ
と
だ
」
と
語
り
、
登
頂
を

断
念
し
た
と
い
う
。
彼
に
は
、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
を
眺
め
に
行
っ
た
と

き
、
た
ま
た
ま
ロ
ブ
チ
ェ
の
ロ
ッ
ジ
で
、
彼
の
本
の
翻
訳
を
頼
ま
れ

た
。
短
い
会
話
だ
っ
た
が
、
自
分
に
正
直
な
性
格
に
見
え
た
。

カ
ン
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
須
弥
山

し
ゅ
み
せ
ん

に
例
え
ら

れ
る
。
須
弥
山
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
世
界
の
中
心
に
そ
び
え
る
山
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の
こ
と
で
、イ
ン
ド
神
話
の
メ
ー
ル
山
、ス
メ
ル
山（「
ス
―
」は「
善
」

を
意
味
す
る
接
頭
辞
）に
当
た
る
。
世
界
の
中
心
に
あ
る
と
さ
れ
る
、

こ
の
聖
山
を
巡
る
世
界
観
は
、
ボ
ン
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
ジ
ャ
イ

ナ
教
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
は
カ
イ
ラ
ス
山
を
、

シ
ヴ
ァ
神
が
配
偶
者
パ
ー
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
と
と
も
に
永
久
に
瞑
想
し
、

鎮
座
す
る
場
所
と
信
じ
て
い
る
。
麓
の
マ
ナ
サ
ロ
ワ
ー
ル
湖
の
サ

フ
ァ
イ
ア
色
の
冷
た
い
水
で
沐
浴
を
す
る
と
、
一
生
の
無
数
の
罪
を

洗
い
流
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
形
成
さ
れ

た
宗
教
の
う
ち
、
と
り
わ
け
仏
教
が
中
国
や
日
本
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
に
伝
播
す
る
に
伴
い
、
こ
の
世
界
観
も
各

地
に
伝
播
し
た
。

④
チ
ョ
ゴ
リ
（
8
6
1
1
ｍ
、
パ
キ
ス
タ
ン
／
中
国
・
チ
ベ
ッ
ト

自
治
区
）「
私
の
世
界
百
名
山
」
に
は
選
ん
で
あ
る
が
、
で
き
れ

ば
麓
か
ら
も
眺
め
た
い
の
で
、
ま
だ
書
い
て
い
な
い
。

こ
の
世
界
第
2
位
の
高
峰（
通
称
Ｋ
2
）に
つ
い
て
は
、私
は
ず
っ

と
昔
、
ま
だ
古
き
良
き
時
代
に
頂
上
や
山
容
を
見
た
幸
運
を
持
つ
。

欧
州
に
行
く
と
き
、
安
い
の
で
パ
キ
ス
タ
ン
航
空
機
を
乗
継
い
だ
の

が
良
か
っ
た
。
北
京
を
夕
方
離
陸
し
、
天
山
や
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠

を
横
切
り
終
わ
っ
た
こ
ろ
、「
Ｋ
2
が
見
え
る
の
で
、希
望
者
は
来
い
」

と
の
機
長
か
ら
の
親
切
な
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
っ
た
。
入
れ
て
も
ら
っ

た
コ
ッ
ク
ピ
ッ
ト
か
ら
は
、
晴
れ
た
夜
空
の
月
光
の
下
、
目
の
前
の

ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
ト
よ
り
高
い
Ｋ
2
の
雄
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
、

遥
か
に
だ
が
は
っ
き
り
と
眺
め
ら
れ
た
。

中
国
名
も
チ
ョ
ゴ
リ
で
、
こ
れ
は
山
麓
一
帯
に
住
む
、
今
で
は
イ

ス
ラ
ム
化
し
た
チ
ベ
ッ
ト
系
の
民
族
の
言
葉
―
バ
ル
テ
ィ
語
で
「
大

き
い
山
」
を
意
味
す
る
。「
大
き
い
山
」
は
太
山
（
泰
山
の
古
名
）
や

伯ほ
う

耆き

大だ
い

山せ
ん

、
相
模
大お
お

山や
ま

の
例
な
ど
、
山
を
尊
敬
す
る
と
き
に
世
界
各

地
で
よ
く
使
う
表
現
で
、
チ
ョ
ゴ
リ
に
は
、
バ
ル
テ
ィ
族
の
山
へ
の

信
仰
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

パ
キ
ス
タ
ン
側
の
バ
ル
ト
ロ
氷
河
を
遡
っ
た
麓
、
コ
ン
コ
ル
デ
ィ

ア
は
、
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅰ
峰
（
8
0
6
8
ｍ
）
な
ど
カ
ラ
コ
ル
ム

の
高
峰
群
に
囲
ま
れ
、高
山
植
物
の
花
も
咲
き
乱
れ
て
い
る
そ
う
で
、

ぜ
ひ
行
っ
て
み
た
い
。

⑤
ア
ム
ネ
・
マ
チ
ン
（
6
2
8
2
ｍ
、
中
国
・
青
海
省
）「
私
の
世

界
百
名
山
」
に
は
入
れ
て
あ
る
が
、
ま
だ
書
い
て
い
な
い
。

ア
ム
ネ
・
マ
チ
ン
は
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ア
ム
ド
地
方
の
崑こ
ん

崙ろ
ん

山
脈
東

部
に
あ
り
、
最
高
峰
は
単
に
ア
ム
ネ
・
マ
チ
ン
、
ま
た
は
マ
チ
ェ
ン

ガ
ン
リ
と
も
言
う
。
チ
ベ
ッ
ト
語
で
「
ア
ム
ネ
」
は
「
老
人
」、「
マ

チ
ン
」は「
活
仏
の
従
者
」を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、「
ア
ム
ネ
・

マ
チ
ン
」
は
現
地
ゴ
ロ
ク
族
の
方
言
に
よ
る
発
音
で
あ
り
、
現
地
で

｢私の世界百名山」アルバムから

147



は
「
神
の
山
」
の
意
だ
と
し
て
い
る
。
山
塊
は
太
古
の
昔
か
ら
神
聖

な
山
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
人
々
に
と
っ
て
は
巡
礼
の
場
所
で
、
山

岳
信
仰
は
当
然
あ
っ
た
。
ア
ム
ネ
・
マ
チ
ン
は
、
最
大
の
地
元
の
神

で
あ
る
マ
チ
ン
・
パ
ム
ラ
の
座
す
山
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

次
に
触
れ
る
雲
南
の
カ
ワ
ク
ボ
の
周
り
を
回
る
巡
礼
と
同
様
、
ア

ム
ネ
・
マ
チ
ン
一
周
の
巡
礼
路
は
、
中
国
中
央
政
府
に
よ
る
こ
の
地

域
の
統
治
以
前
は
、
毎
年
1
万
人
近
く
の
人
々
が
巡
礼
で
回
っ
て
い

た
。
現
代
で
も
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
四
大
聖
地
の
一
つ
で
、
黄
河
の
源

流
、
星
宿
海
も
近
い
。
1
9
2
0
年
代
よ
り
、
飛
行
機
か
ら
測
っ
た

〝
謎
の
高
峰
〞
と
し
て
登
山
家
の
注
目
を
集
め
、
一
時
は
「
世
界
最
高

峰
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
よ
り
も
高
い
山
」
で
あ
る
可
能
性
が
論
じ
ら
れ

た
。
な
お
、
こ
の
地
域
へ
適
期
に
行
く
と
、
高
山
植
物
の
青
い
ケ
シ

な
ど
各
種
の
ケ
シ
類
の
花
が
多
く
、
楽
し
め
た
。

⑥
カ
ワ
ク
ボ
（
6
7
4
0
ｍ
、
中
国
・
雲
南
省
）「
私
の
世
界
百
名

山
」
に
は
選
ん
で
あ
る
が
、
書
い
て
は
い
な
い
。

今
で
は
中
国
の
一
部
で
あ
る
が
、
雲
南
省
北
部
に
は
横
断
山
脈
の

高
嶺
が
連
な
り
、
麓
一
帯
は
完
全
に
チ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
で
あ
る
。
一

番
高
い
カ
ワ
ク
ボ
（
一
連
の
山
は
梅
里
雪
山
）
は
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族

が
、
や
は
り
ボ
ン
教
の
昔
か
ら
崇
め
て
い
る
聖
山
で
あ
る
。
の
ち
に

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
変
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
頂
上
に
鎮
座
す
る
の
は
仏

教
の
守
護
神
「
カ
ワ
カ
ブ
」
と
な
り
、
カ
ン
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
と
同
様
、

高
い
峠
を
上
下
し
、聖
山
を
一
周
す
る
巡
礼
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。

1
9
9
1
年
の
京
大
な
ど
日
中
合
同
・
梅
里
雪
山
登
山
隊
の
大
遭

難
も
、
日
本
か
ら
見
れ
ば
不
慮
の
大
雪
崩
に
よ
る
も
の
だ
が
、
麓
の

住
民
で
あ
る
敬
虔
な
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
、〝
因
果
応
報
〞

と
さ
れ
て
し
ま
う
。「
聖
山
の
頂
上
に
登
ろ
う
と
す
る
行
為
は
、
彼

ら
の
山
岳
信
仰
に
反
し
、
山
の
神
を
犯
す
も
の
で
あ
り
、
征
服
し
よ

う
と
し
た
登
山
隊
の
雪
崩
全
滅
事
件
は
、
山
の
神
を
拝
ま
な
い
者
へ

の
神
か
ら
の
当
然
の
報
い
」
な
の
だ
。
そ
の
後
、
地
元
で
は
「
聖
山

信
仰
と
文
化
を
尊
重
す
る
た
め
、カ
ワ
ク
ボ
へ
の
登
山
活
動
は
禁
止
」

が
正
式
に
立
法
さ
れ
た
と
い
う
。

⑦
ミ
ニ
ヤ
・
コ
ン
カ
（
7
5
5
6
ｍ
、
中
国
・
四
川
省
）「
私
の
世

界
百
名
山
」
に
は
選
ん
で
あ
る
が
、
ま
だ
書
い
て
い
な
い
。

四
川
省
の
ガ
ン
ゼ
・
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
あ
る
、
チ
ベ
ッ
ト
系
の

人
々
の
信
仰
を
集
め
る
聖
山
で
あ
る
。
タ
ル
チ
ョ
ー
も
随
所
に
は
た

め
き
、
山
腹
を
一
周
す
る
コ
ル
ラ
（
巡
礼
）
は
数
百
年
前
か
ら
行
な

わ
れ
て
き
た
。
1
9
8
2
年
、
市
川
山
岳
会
隊
の
松
田
宏
也
氏
は
、

こ
の
ミ
ニ
ヤ
・
コ
ン
カ
頂
上
に
挑
ん
だ
が
、
悪
天
候
の
た
め
撤
退
し

た
。
し
か
し
な
ん
と
、
ほ
か
の
隊
員
た
ち
は
遭
難
死
し
た
も
の
と
思

い
込
み
、す
で
に
キ
ャ
ン
プ
を
撤
収
し
て
下
山
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
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こ
こ
か
ら
彼
の
凄
絶
な
帰
還
が
始
ま
っ
た
が
、
幸
運
な
こ
と
に

日
12

後
、
地
元
民
に
発
見
さ
れ
一
命
を
取
り
止
め
た
。

2
―
2

イ
ン
ド
亜
大
陸
の
山
岳
信
仰

パ
キ
ス
タ
ン
や
イ
ン
ド
の
北
部
、
ネ
パ
ー
ル
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山

脈
が
東
西
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
白
い
山
々
の
連
な
り
を
麓
の
イ
ン

ド
の
人
々
な
ど
は
、
古
く
か
ら
「
神
々
の
座
」
と
し
て
敬
っ
て
い
た
。

私
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
偉
大
な
姿
を
実
際
に
眺
め
た
と
き
、
古
代

か
ら
の
イ
ン
ド
人
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
崇
拝
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
山

岳
信
仰
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
と
実
感
す
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の

山
の
神
は
「
ヒ
マ
バ
ッ
ト
」
と
言
い
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
雪
」

と
か
「
氷
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
神
話
で
は
、
ヒ
マ

バ
ッ
ト
の
娘
が
女
神
「
ガ
ン
ガ
」
で
、
ガ
ン
ジ
ス
川
（
ガ
ン
ガ
）
の

語
源
で
あ
る
。
私
も
行
っ
た
が
、
ガ
ン
ガ
源
流
近
く
の
ガ
ン
ゴ
ト
リ

は
聖
地
に
な
っ
て
お
り
、
イ
ン
ド
各
地
か
ら
黄
服
を
ま
と
っ
た
多
く

の
巡
礼
者
が
、
厳
し
く
遠
い
山
道
に
挑
ん
で
い
た
。

①
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
（
8
5
8
6
ｍ
、
イ
ン
ド
・
シ
ッ
キ
ム

州
／
ネ
パ
ー
ル
）
21

イ
ン
ド
の
山
岳
と
し
て
は
ネ
パ
ー
ル
北
東
部
の
国
境
に
あ
り
、
チ

ベ
ッ
ト
と
の
国
境
の
近
く
に
そ
び
え
る
。
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
は

イ
ン
ド
最
高
峰
で
も
あ
る
。
こ
の
聖
山
は
古
く
か
ら
有
名
で
、
昔
は

世
界
最
高
峰
と
言
わ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
チ
ベ
ッ

ト
の
ラ
サ
と
イ
ン
ド
各
地
を
結
ぶ
交
易
路
に
も
近
く
、
こ
の
山
が
多

く
の
人
々
に
眺
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
は
、
釈

迦
の
聖
地
へ
の
巡
礼
の
た
め
必
ず
こ
の
道
を
通
り
、
山
を
見
上
げ
る

人
々
に
聖
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
山
名
は
カ
ン
（
雪
）
チ
ェ

ン
（
大
き
い
）
ジ
ュ
（
宝
）
ン
ガ
（
5
つ
）。
す
な
わ
ち
「
五
大
宝
蔵
」

で
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
、「
五
大
宝
蔵
」
は
大
切
に
さ
れ
て
い
た
。

チ
ベ
ッ
ト
人
ば
か
り
で
な
く
、
麓
の
シ
ッ
キ
ム
に
住
む
レ
プ
チ
ャ

族
の
人
々
も
、
こ
の
山
を
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
。
1
9
5
5
年
、

カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
頂
上
に
向
か
っ
た
英
国
隊
は
、
山
岳
信
仰
を

持
つ
レ
プ
チ
ャ
族
の
人
々
と
の
約
束
を
守
り
、
最
高
地
点
の
数
歩
前

で
足
を
止
め
、
登
山
報
告
書
の
名
も
『
踏
ま
ず
の
頂
上
』
と
し
た
。

深
田
久
弥
さ
ん
も
1
9
6
4
年
、
報
知
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
、
遺
言

め
い
た
「
独
創
的
な
登
山
」
を
書
い
た
と
き
、
そ
の
一
例
と
し
て
、

必
ず
頂
上
近
く
で
引
き
返
す
変
わ
っ
た
登
山
者
を
「
お
そ
ら
く
征
服

と
い
う
言
葉
が
嫌
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
山
登
り
の
だ
い
ご

味
は
味
わ
っ
て
い
る
」
と
褒
め
て
い
る
（
全
文
は
「
私
の
世
界
百
名

山
」
Ｈ
Ｐ
の
目
次
の
下
か
ら
読
め
る
。「
深
田
久
弥
さ
ん
と
私
の
世

界
百
名
山
」（『
深
田
久
弥
の
思
い
出
』
〜

ペ
ー
ジ
、
深
田
久
弥
・

78

95

山
の
文
化
館
発
行
、
2
0
0
3
）。

｢私の世界百名山」アルバムから
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②
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
（
7
8
1
7
ｍ
、
イ
ン
ド
・
ウ
ッ
タ
ラ
ー
カ

ン
ド
州
）
64

イ
ン
ド
北
部
、ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
盟
主
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ

は
、
シ
ッ
キ
ム
王
国
が
イ
ン
ド
に
併
合
さ
れ
た
結
果
、
カ
ン
チ
ェ
ン

ジ
ュ
ン
ガ
に
抜
か
れ
る
ま
で
は
、
イ
ン
ド
最
高
峰
で
あ
っ
た
。
こ
の

目
立
つ
双
耳
峰
は
、
古
く
か
ら
聖
な
る
山
と
し
て
、
土
地
の
人
た
ち

の
信
仰
の
対
象
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
。
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
と
は

頂
上
に
坐
す
「
無
上
の
喜
び
を
与
え
る
女
神
」
を
意
味
し
、
麓
の
各

地
に
は
彼
女
を
祀
る
廟
が
あ
り
、
祭
礼
が
行
な
わ
れ
る
。

③
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
ト
／
デ
ィ
ア
・
ミ
ー
ル
（
8
1
2
6
ｍ
、

パ
キ
ス
タ
ン
）
29

ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
ト
は
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
で
「
裸
の
山
」
で
、
孤

立
峰
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
麓
に
生
活
す
る
グ
ル
ド
族
は
、
氷

雪
の
山
の
頂
上
に
は
、
雪
の
神
の
よ
う
な
精
霊
た
ち
が
住
ん
で
い
る

と
信
じ
、「
デ
ィ
ア
・
ミ
ー
ル
＝
精
霊
の
住
む
山
」
と
呼
ん
だ
。

嵐
や
疫
病
は
精
霊
の
仕
業
と
信
じ
ら
れ
、
山
を
登
ろ
う
と
す
る
人

な
ど
全
く
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
英
国
で
急
に
流
行
り
始
め
た

ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
は
、ア
ル
プ
ス
の
主
だ
っ
た
山
々
が
登
頂
さ
れ
る
と
、

目
標
を
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
向
け
た
。
先
陣
を
切
っ
た
英
国
の
ア
ル
バ
ー

ト
・
マ
マ
リ
ー
は
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
バ
ッ
ト
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
が
、

1
8
9
5
年
、
デ
ィ
ア
・
ミ
ー
ル
氷
河
で
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
現

在
ま
で
延
々
と
続
く
ヒ
マ
ラ
ヤ
遭
難
史
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

④
ア
ル
ナ
チ
ャ
ー
ラ
（
8
1
4
ｍ
、
イ
ン
ド
・
タ
ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ

州
）「
私
の
世
界
百
名
山
」
に
選
ん
だ
事
情
は
左
記
に
。

｢私
の
世
界
百
名
山
」
の
う
ち
、
い
ま
だ
書
い
て
い
な
い
南
イ
ン
ド

か
ら
の
百
名
山
は
、
な
か
な
か
決
ま
ら
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
西
海
岸

の
西
ガ
ー
ツ
山
脈
の
各
地
に
も
行
っ
た
が
、
英
国
人
植
民
者
の
、
い

わ
ば
避
暑
用
の
遊
び
の
山
ば
か
り
で
、
ろ
く
な
山
し
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
視
点
を
変
え
、
東
側
の
ア
ル
ナ
チ
ャ
ー
ラ
（「
赤
い
山
」
の

意
）
と
い
う
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
、
小
さ
な
聖

山
を
選
ぶ
予
定
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
四
大
聖
地
の
一
つ
と
し
て

イ
ン
ド
で
は
有
名
で
、
チ
ェ
ン
ラ
イ
の
南
に
あ
る
。
丘
の
よ
う
に
も

見
え
る
聖
山
の
麓
の
ア
ナ
マ
イ
ラ
イ
ヤ
ー
寺
院
は
、
シ
ヴ
ァ
神
を

祀
っ
て
い
る
。
実
は
、
ア
ル
ナ
チ
ャ
ー
ラ
山
全
体
が
シ
ヴ
ァ
神
の
ご

神
体
そ
の
も
の
と
言
わ
れ
、
登
ろ
う
と
す
る
者
は
本
来
、
裸
足
で
登

る
べ
き
山
な
の
だ
。

山
自
体
が
ご
神
体
な
の
は
奈
良
の
三
輪
山
に
そ
っ
く
り
で
、
約
40

年
前
に
三
輪
山
に
行
っ
た
と
き
、
昔
か
ら
の
参
拝
路
に
は
、
供
物
ら

し
い
ト
グ
ロ
を
巻
い
た
ヘ
ビ
や
キ
ツ
ネ
な
ど
の
白
い
小
さ
な
陶
器

が
、
大
木
の
根
元
に
置
か
れ
て
い
た
。
最
近
私
が
登
っ
た
と
き
は
、
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道
は
新
し
く
な
っ
た
よ
う
で
、
供
物
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、

意
外
に
も
若
い
女
の
人
が
、
派
手
な
ペ
デ
ィ
キ
ュ
ア
が
目
立
つ
裸
足

姿
で
、
麓
の
大お
お

神み
わ

神
社
か
ら
の
狭
い
山
道
を
た
ど
っ
て
い
た
。

⑤
ス
リ
・
パ
ー
ダ
（
2
2
4
4
ｍ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
）
44

ス
リ
ラ
ン
カ
に
も
聖
山
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
最
も
有
名
な
の
が

南
部
に
あ
る
ス
リ
・
パ
ー
ダ
。
一
時
、
英
国
植
物
民
地
だ
っ
た
た
め

か
、
キ
リ
ス
ト
教
の
呼
び
名
「
ア
ダ
ム
ス
・
ピ
ー
ク
」
が
通
称
に
な
っ

て
い
る
。

ス
リ
・
パ
ー
ダ
は
「
聖
な
る
足
跡
」
の
意
味
で
、
各
宗
教
徒
が
山

頂
に
あ
る
、
足
跡
と
言
わ
れ
る
凹
み
が
あ
る
大
き
な
石
を
崇
拝
の
対

象
と
し
て
い
る
。
仏
教
徒
は
仏
陀
に
よ
っ
て
印
さ
れ
た
足
跡
と
主
張

し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
シ
ヴ
ァ
神
の
足
跡
と
し
、
山
の
名
も
「
シ

ヴ
ァ
ノ
リ
パ
ー
ダ
ム
（
シ
ヴ
ァ
神
の
光
の
道
）」
と
呼
ぶ
。
イ
ス
ラ
ム

教
徒
は
、
ア
ダ
ム
が
初
め
て
地
上
に
足
を
下
ろ
し
た
所
と
言
い
、「
パ

ワ
・
マ
ラ
イ
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
世
界
の
主
要
宗
教
の
信
者
が
、

こ
の
地
を
と
も
に
聖
地
と
見
る
根
底
に
は
、
こ
の
山
に
対
す
る
畏
怖

観
、
山
岳
信
仰
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
小
西
正
捷
篇
『
イ
ン

ド
、道
の
文
化
誌
』：
鈴
木
正
崇「
ス
リ
ラ
ン
カ
の
山
岳
信
仰
と
聖
地
」

参
照
）。
な
お
、
小
西
さ
ん
は
大
学
院
生
時
代
、
東
大
学
術
調
査
探
検

部
の
初
回
海
外
遠
征
隊
長
。
報
告
本
は
、『
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
水

｢私の世界百名山」アルバムから

151

南麓の原生林から見上げたスリ・パーダ



と
社
会
』（
東
大
出
版
、
1
9
6
9
）。

登
っ
た
道
は
良
く
整
備
さ
れ
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら
夜
に
登
り
頂
上

で
日
の
出
を
拝
む
。
し
か
し
、
私
が
降
り
た
南
側
の
巡
礼
路
は
も
う

寂
れ
、
茶
店
も
つ
ぶ
れ
て
い
た
が
、
自
然
は
良
く
保
た
れ
て
い
た
。

2
―
3

東
南
ア
ジ
ア
の
山
岳
信
仰

①
カ
カ
ボ
・
ラ
ジ
（
5
8
8
1
ｍ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
）

ミ
ャ
ン
マ
ー
最
北
部
、
中
国
と
イ
ン
ド
と
の
国
境
付
近
に
は
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
続
き
の
高
山
が
連
な
り
、
最
高
峰
は
カ
カ
ボ
・
ラ
ジ
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
ば
か
り
で
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
の
最
高
峰
で
も
あ
る
。
カ
カ

ボ
・
ラ
ジ
は
、
麓
の
狩
猟
民
タ
ノ
イ
族
の
言
葉
で
「
鳥
の
羽
で
包
ま

れ
て
い
る
（
高
い
）
山
」
の
意
で
、
彼
ら
に
は
死
者
が
山
の
頂
上
に

集
ま
る
と
い
う
伝
承
も
あ
り
、
ボ
ル
ネ
オ
の
キ
ナ
バ
ル
山
の
よ
う
な

山
岳
信
仰
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
タ
ノ
イ
族
は
身
長
が
1
5
0
㎝

ほ
ど
で
小
さ
く
、
雲
南
地
方
か
ら
移
住
し
て
来
た
と
言
わ
れ
る
が
、

純
粋
な
人
は
も
う
3
人
で
、
絶
滅
状
態
で
あ
る
。

カ
カ
ボ
・
ラ
ジ
は
麓
の
Ｂ
Ｃ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
が
遠
く
、
熱
帯

の
谷
を
遡
る
長
期
に
わ
た
る
困
難
な
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
要
し
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
側
か
ら
眺
め
に
行
く
の
は
、
高
齢
に
な
っ
た
私
に
は
無
理
だ
っ

た
。
諦
め
ず
に
詳
し
い
地
図
を
見
る
と
、
こ
の
山
の
中
国
・
チ
ベ
ッ

ト
側
の
麓
に
は
近
く
に
集
落
が
点
在
し
、
そ
こ
か
ら
も
眺
め
ら
れ
そ

う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、中
村
純
二
さ
ん
が
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
、

東
チ
ベ
ッ
ト
通
の
中
村
保
氏
か
ら
の
ハ
ガ
キ
に
よ
る
と
、
中
国
政
府

は
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
の
国
境
沿
い
に
は
、ビ
ザ
は
出
さ
な
い
そ
う
だ
。

山
頂
は
1
9
9
6
年
、
尾
崎
隆
氏
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
ア
ウ
ン
・

ツ
エ
と
と
も
に
初
登
頂
し
、
第
1
回
の
植
村
直
己
冒
険
賞
を
受
賞
し

た
。
尾
崎
氏
の
連
れ
合
い
は
フ
ラ
ン
ス
人
女
性
で
大
使
館
勤
め
だ
っ

た
の
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か
ら
国
境
付
近
の
初
登
山
許
可
が
出
や

す
か
っ
た
よ
う
だ
。
尾
崎
氏
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
8
0
0
0
ｍ
峰
を
7

つ
も
登
っ
た
名
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
だ
っ
た
が
、
惜
し
く
も
チ
ョ
モ
・
ラ

ン
マ
南
東
稜
で
命
を
落
と
し
た
。

②
タ
ウ
ン
・
カ
ラ
ッ
（
7
3
7
ｍ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
）「
私
の
世
界
百

名
山
」
に
は
も
う
選
ん
で
あ
る
が
、
ま
だ
書
い
て
い
な
い
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
中
部
、
マ
ン
ダ
レ
ー
地
方
に
あ
る
ポ
ッ
パ
山
（
1
5

1
8
ｍ
）
と
い
う
火
山
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
土
着
信
仰
で
、
付
近
の

人
々
が
信
仰
し
て
い
る
「
ナ
ッ
信
仰
」
の
聖
山
で
あ
る
。
そ
の
山
が

良
く
眺
め
ら
れ
る
寄
生
火
山
の
岩
塔
に
は
、「
ナ
ッ
信
仰
」
の
総
本
山

が
あ
り
、
多
く
の
参
拝
客
を
集
め
て
い
る
。
ナ
ッ
神
は
典
型
的
な
多

神
教
で
、
バ
ガ
ン
王
朝
が
国
民
支
配
の
ツ
ー
ル
と
し
て
仏
教
を
取
り

入
れ
る
ま
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
ナ
ッ
神
に

は
「
神
が

い
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
は
も
っ
と
数
が
多
い
ら

37
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し
く
、
木
や
石
な
ど
に
宿
る
神
も
い
る
。
王
朝
関
係
者
で
非
業
の
死

を
遂
げ
た
人
が
神
に
な
っ
た
場
合
が
多
く
、
日
本
で
平
将
門
や
菅
原

道
真
を
庶
民
が
祀
る
の
と
似
て
い
る
。

③
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
（
2
5
6
5
ｍ
、
タ
イ
）
46

タ
イ
は
北
や
西
の
国
境
に
近
い
辺
縁
部
に
は
、
山
地
が
連
な
っ
て

い
る
。
西
部
の
タ
イ
最
高
峰
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
の
周
り
は
国
立
公

園
に
な
っ
て
い
る
が
、
頂
上
近
く
に
レ
ー
ダ
ー
基
地
も
あ
り
、
道
路

が
登
っ
て
い
る
。
頂
上
付
近
は
、
石
段
の
先
に
「
神
社
」
そ
っ
く
り

の
建
物
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
周
り
に
は
森
が
良
く
保
存
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
タ
イ
の
一
般
の
村
に
も
よ
く
あ
る
、
供
物
を
捧
げ
る

た
め
の
塔
も
あ
る
。「
神
社
」
の
参
拝
客
、
観
光
客
も
多
い
ら
し
い
。

こ
の
山
は
昔
か
ら
の
山
岳
信
仰
の
聖
地
で
、
ド
イ
・
ル
ア
ン
（「
大

き
な
山
」
の
意
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
中
国
の
名
山
、
五
岳
第
一
の

泰
山
も
、
昔
は
「
太
山
」
と
呼
ば
れ
、
麓
か
ら
見
て
非
常
に
大
き
い

山
で
、
信
仰
の
対
象
に
な
っ
た
。

そ
の
「
大
き
な
山
」
ド
イ
・
ル
ア
ン
に
、
か
つ
て
付
近
の
森
の
保

護
に
努
め
た
チ
ェ
ン
マ
イ
王
朝
最
後
の
国
王
の
遺
体
が
祀
ら
れ
、
山

は
改
名
さ
れ
て
ド
イ
・
イ
ン
タ
ノ
ン
と
な
っ
た
。
私
が
行
っ
た
と
き

も
、
タ
イ
人
の
若
い
夫
婦
が
石
段
に
額
突
い
て
、
何
事
か
祈
っ
て
い

た
。
付
近
の
山
地
に
は
少
数
民
族
・
カ
レ
ン
族
の
村
が
あ
り
、
機
織

り
な
ど
独
特
の
文
化
を
守
っ
て
い
る
。

④
ス
メ
ル
山
（
3
6
7
6
ｍ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ジ
ャ
ワ
島
）
37

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
ジ
ャ
ワ
な
ど
の
島
に
は
活
火
山
が
多
く
、

古
く
か
ら
噴
火
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
ス
メ
ル
山
は
、
私
が
行
っ
た

と
き
も
ち
ょ
う
ど
噴
火
を
始
め
て
い
た
。
富
士
山
よ
り
ち
ょ
っ
と
低

い
が
同
じ
よ
う
な
成
層
火
山
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
仏
教
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
伝
播
以
前
か
ら
、
火
山
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
山
の
名
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
世
界
観
か
ら
き
て
お
り
、

別
名
は
マ
ハ
・
メ
ル
山
（
偉
大
な
る
メ
ル
山
）
と
言
う
。
イ
ン
ド
世

界
の
中
心
に
そ
び
え
る
山
は
須
弥
山
、
す
な
わ
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
は
ス
メ
ル
山
で
あ
る
。
こ
の
世
界
レ
ベ
ル
で
の
聖
山
は
、
メ
ー

ル
山
や
ス
メ
ル
山
と
し
て
、
バ
ラ
モ
ン
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、

ジ
ャ
イ
ナ
教
に
も
共
有
さ
れ
て
お
り
、
遠
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
も
移

入
さ
れ
た
。
仏
教
は
、
ジ
ャ
ワ
島
に
は
上
座
部
仏
教
で
は
な
く
、
密

教
が
か
っ
た
大
乗
仏
教
が
伝
わ
っ
た
。

⑤
ア
グ
ン
山
（
3
0
1
4
ｍ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
バ
リ
島
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
リ
島
に
あ
る
ア
グ
ン
山
は
、
富
士
山
に
似
た

成
層
火
山
で
あ
る
。「
ア
グ
ン
」
も
「
最
高
」
を
意
味
し
、
富
士
山
の

よ
う
に
昔
よ
り
聖
な
る
山
と
し
て
崇
拝
の
対
象
で
、
そ
の
た
め
か
周

｢私の世界百名山」アルバムから
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囲
に
は
バ
リ
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
寺
院
が
多
い
。
最
大
の
ブ
サ
キ
寺

院
の
裏
か
ら
ア
グ
ン
山
へ
の
参
拝
路
が
あ
り
、
敬
虔
な
信
徒
は
、
富

士
信
仰
の
よ
う
に
頂
上
に
登
る
習
慣
が
あ
る
。
私
が
行
っ
た
と
き
は

年
に
一
度
の
大
祭
の
日
で
、ブ
ザ
キ
寺
院
周
辺
は
人
で
一
杯
だ
っ
た
。

美
し
い
晴
れ
着
の
民
族
衣
装
を
纏
っ
た
女
性
が
、
供
物
を
頭
に
載
せ

て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
歩
く
の
だ
が
、
こ
の
服
装
も
祀
る
神
々
も
、
氏
子
の

社
会
階
層
に
よ
っ
て
複
雑
に
違
う
そ
う
だ
。
し
か
し
、
異
な
っ
た
広

場
に
分
か
れ
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
同
じ
動
作
で
祈
っ
て
い
る
人
々

の
表
情
は
、
一
様
に
幸
せ
そ
う
だ
っ
た
。

⑥
ア
ポ
山
（
2
9
5
4
ｍ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
）
10

ア
ポ
山
は
大
き
な
火
山
の
た
め
、
富
士
山
の
よ
う
に
周
辺
の
ル
マ

ド
（
Lum
ad）
系
民
族
か
ら
聖
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。「
ア
ポ
」
と

は
「
崇
拝
さ
れ
て
い
る
年
長
者
」
と
い
う
尊
称
で
、
麓
に
住
む
マ
ノ

ボ
や
カ
ラ
ガ
ン
の
人
々
に
よ
る
、
山
の
精
霊
の
名
で
あ
る
。
マ
ノ
ボ

や
カ
ラ
ガ
ン
の
人
々
を
含
む
オ
ボ
、
ク
ラ
タ
、
タ
バ
ガ
ワ
、
マ
テ
ィ

ン
サ
ル
ク
、
ア
タ
、
ア
ル
マ
ネ
ン
な
ど
の
原
住
民
が
信
仰
を
持
っ
て

い
た
。
彼
ら
は
ア
ポ
・
サ
ン
ダ
ワ（
A
poSandaw
a）に
対
し
て
様
々

な
儀
式
を
、
デ
ィ
ワ
タ
（
diw
ata）
と
い
う
最
高
位
の
シ
ャ
ー
マ
ン

に
よ
り
行
な
っ
た
と
言
う
。
ア
ポ
山
周
辺
は
山
岳
信
仰
も
あ
っ
た
た

め
か
、
熱
帯
雨
林
の
自
然
が
良
く
保
存
さ
れ
、
国
か
ら
ア
ポ
山
自
然

公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
公
園
に
は
、
2
0
0
羽
し
か
い
な
い
サ

ル
ク
イ
ワ
シ
と
い
う
大
型
の
鷲
や
、デ
リ
ア
ス
属
の
珍
蝶
を
は
じ
め
、

ほ
か
で
は
見
ら
れ
な
い
動
植
物
が
多
い
。

2
―
4

東
ア
ジ
ア
の
山
岳
信
仰

中
華
人
民
共
和
国
（
中
国
）
の
現
在
の
版
図
は
広
く
、
中
国
文
明

の
発
祥
地
で
、
漢
民
族
の
住
む
「
中
原
」
だ
け
で
は
な
い
。
チ
ョ
モ
・

ラ
ン
マ
や
カ
ン
・
リ
ン
ポ
チ
ェ
を
含
む
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
、
カ
ワ
ク

ボ
（
梅
里
雪
山
）
を
擁
す
る
雲
南
省
、
ミ
ニ
ヤ
・
コ
ン
カ
な
ど
が
あ

る
四
川
省
な
ど
を
含
む
。

①
泰
山
（
1
5
2
4
ｍ
、
中
国
・
山
東
省
）
15

広
い
中
国
で
文
明
の
始
ま
り
の
中
心
だ
っ
た
「
中
原
」
に
も
山
は

あ
り
、
そ
こ
に
昔
か
ら
住
む
漢
民
族
は
、
元
々
山
に
対
す
る
関
心
が

強
か
っ
た
よ
う
だ
。「
名
山
」
は
「
名
高
い
山
、
優
れ
た
山
」
と
い
う

中
国
語
の
普
通
の
言
葉
で
、
例
え
ば
、『
荘
子
』
の
天
下
編
に
は
「
名

山
三
百
」
と
使
わ
れ
て
い
る
（『
大
漢
和
辞
典
』、
大
修
館
書
店
）。
日

本
文
化
の
源
流
と
し
て
の
中
国
か
ら
、
古
く
遣
隋
使
、
遣
唐
使
な
ど

に
よ
り
仏
教
と
と
も
に
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
。
深
田
さ
ん
は
漢
籍
の

教
養
が
当
た
り
前
の
世
代
で
あ
る
た
め
か
、『
日
本
百
名
山
』
の
後
記

に
は
、「
名
山
」
が
中
国
起
源
で
あ
る
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
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ま
た
、
中
国
人
が
発
明
し
た
表
意
文
字
に
は
、
山
を
表
す
非
常
に

多
く
の
漢
字
（
嶽
、
峰
な
ど
）
が
あ
り
、
状
態
の
違
い
で
別
の
漢
字

を
当
て
る
。
こ
の
関
係
は
イ
ヌ
イ
ッ
ト
族
で
も
共
通
の
現
象
で
、
彼

ら
は
雪
に
関
心
が
深
く
、
様
々
な
状
態
の
雪
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
全

く
違
う
呼
び
名
が
あ
る
。

山
一
般
に
関
心
が
強
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
長
江
沿
い
に
は
天

と
地
を
結
ぶ
と
い
う
山
は
大
事
に
す
る
文
化
が
あ
り
、
山
の
象
徴
は

「
玉
琮
」
と
呼
ば
れ
た
「
美
し
い
玉
」
で
、
大
変
崇
拝
さ
れ
た
。

泰
山
に
戻
る
と
、
古
く
春
秋
時
代
の
書
物
に
あ
る
よ
う
に
、
漢
民

族
は
泰
山
に
は
神
が
い
る
と
崇
め
て
き
た
。
の
ち
に
明
代
の
五
岳
真

形
図
に
あ
る
道
教
の
聖
地
を
「
五
岳
」
と
称
し
、
尊
ん
だ
。
五
岳
と

は
、
東
の
泰
山
（
山
東
省
）、
南
の
衛
山
（
湖
南
省
）、
中
央
の
嵩
山

（
湖
南
省
）、
西
の
華
山
（
陕
西
省
）、
北
の
恒
山
（
山
西
省
）
で
あ
る
。

道
教
に
は
、
元
々
深
い
山
や
森
の
幽
谷
な
ど
に
住
む
〝
仙
人
〞
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
、
長
生
長
寿
を
理
想
と
す
る
の
で
、
概
念
と
し
て
も

山
岳
信
仰
に
関
係
し
て
い
る
。

中
国
が
元
祖
の
名
山
に
、ま
ず
五
岳
の
一
つ
を
入
れ
よ
う
と
思
い
、

故
竹
内
実
さ
ん
や
竹
田
晃
さ
ん
な
ど
、
親
戚
の
中
国
研
究
者
に
相
談

す
る
と
「
天
下
第
一
の
山
、
東
の
泰
山
し
か
な
い
」
と
口
を
揃
え
て

言
う
。
麻
雀
の
東
南
西
北
の
順
で
分
か
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
な
ん

で
も
東
が
第
一
な
の
だ
。
泰
山
は
、
春
秋
時
代
に
は
麓
の
人
々
か
ら

「
太
山
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
山
が
非
常
に
大
き
い
も
の
の
代
表

と
い
う
崇
拝
概
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
泰
山
に
は
山
岳

信
仰
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

歴
史
的
に
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
泰
山
で
「
封
禅
の
儀
」
を
行
な
っ

た
こ
と
が
有
名
だ
。「
封
禅
」
と
は
皇
帝
が
即
位
を
天
帝
に
報
告
す

る
も
の
で
、
泰
山
の
高
い
山
頂
が
天
の
神
、
す
な
わ
ち
天
帝
に
一
番

近
い
所
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
支
配
層
ば
か
り
で
な
く
、

庶
民
の
間
で
も
泰
山
に
ま
つ
わ
る
信
仰
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
信
仰

の
歴
史
は
古
く
、
現
在
は
信
仰
が
よ
り
深
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

実
際
に
「
十
八
盤
」
と
呼
ば
れ
る
数
千
の
石
の
階
段
を
登
り
、
頂

上
台
地
の
始
ま
り
の
「
南
天
門
」
か
ら
家
が
多
い
所
を
抜
け
る
と
、

泰
山
府
君
や
碧
霞
元
君
を
祀
る
大
き
な
廟
が
あ
る
。
泰
山
府
君
は
病

気
や
寿
命
、
死
後
な
ど
、
生
死
に
関
わ
る
こ
と
全
般
。
娘
の
碧
霞
元

君
の
方
は
、
出
産
な
ど
女
性
に
関
す
る
願
い
事
全
般
に
ご
利
益
が
あ

る
と
信
じ
ら
れ
、
廟
ま
で
多
く
の
一
般
民
衆
が
参
拝
に
登
っ
て
来
て

お
り
、
現
状
は
ほ
ぼ
完
全
に
、
こ
れ
ら
民
間
信
仰
の
山
で
あ
る
。
山

頂
に
向
か
う
と
仏
教
寺
院
群
も
あ
り
、
道
端
に
は
赤
い
漢
字
を
書
い

た
各
種
石
碑
が
多
い
。
山
頂
は
玉
皇
頂
と
呼
ば
れ
建
物
に
囲
わ
れ
て

い
る
が
、
下
の
廟
の
よ
う
に
は
多
く
の
人
が
来
て
い
な
か
っ
た
。

中
国
全
体
の
名
山
に
戻
る
と
、
紀
元
前
か
ら
「
名
山
に
遊
ん
だ
」

文
人
の
後
世
へ
の
影
響
は
、
山
水
画
や
漢
詩
を
作
る
文
化
伝
統
を
持
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つ
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
そ
れ
ら
の
文
化
は
「
名
山
」
と
い
う

漢
字
と
と
も
に
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
た
。
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
を
日
本
に

輸
入
し
た
槇
有
恒
が
、
著
書
の
一
つ
に
『
山
行
』
と
題
し
た
よ
う
に
、

昔
か
ら
登
山
家
は
山
に
登
る
こ
と
を
、
好
ん
で
「
山
行
」
と
言
っ
た
。

現
在
で
も
、「
山
に
行
く
」
と
い
う
表
現
を
使
う
山
好
き
は
多
い
。
漢

詩
『
山
行
』
は
、
元
々
は
晩
唐
に
活
躍
し
た
杜と

牧ぼ
く

が
名
山
に
遊
ん
だ

と
き
詠
ん
だ
も
の
。【
遠
く
寒
山
に
上
れ
ば
石
径
斜
な
り
／
白
雲
生

ず
る
処
人
家
有
り
…
…
】。
こ
の
「
寒
山
」
は
決
し
て
岩
と
雪
ば
か
り

の
高
山
で
は
な
く
、【
白
雲
生
ず
る
処
人
家
有
り
】
な
の
だ
か
ら
、
杜

牧
が
詩
を
作
っ
た
の
は
人
里
の
外
れ
で
、
日
本
で
今
風
に
言
え
ば
、

山
奥
の
「
ポ
ツ
ン
と
一
軒
家
」
の
よ
う
な
所
で
あ
ろ
う
。

泰
山
に
登
っ
た
帰
り
、
夜
汽
車
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
で
同
室
し

た
イ
ン
テ
リ
風
の
中
国
婦
人
と
会
話
し
た
。
私
の
中
国
語
は
、
教
養

学
部
の
第
3
外
国
語
で
取
っ
た
2
年
間
だ
け
な
の
で
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ

リ
ー
が
足
り
ず
、
複
雑
な
こ
と
は
話
せ
ず
筆
談
と
な
っ
た
。
良
い
機

会
な
の
で
「
チ
ョ
モ
・
ラ
ン
マ
は
名
山
か
？
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、

彼
女
は
迷
わ
ず
「
あ
れ
は
私
た
ち
の
遊
ぶ
山
で
は
な
い
の
で
、
名
山

と
は
言
わ
な
い
」
と
は
っ
き
り
答
え
た
。
人
々
が
遊
ぶ
山
が
、
古
代

ば
か
り
で
な
く
現
在
の
中
国
で
も
名
山
な
の
で
あ
る
。

②
峨
媚
山
（
3
0
9
9
ｍ
、
中
国
・
四
川
省
）

日
本
の
山
岳
信
仰
に
影
響
し
た
仏
教
（
密
教
）
と
山
の
密
接
な
関

係
は
、
現
在
の
中
国
で
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
著
名
な
仏
教
の
霊
山

―
中
国
四
大
仏
教
山
は
、
山
西
省
の
五
台
山
、
四
川
省
の
峨が

眉び

山
、

安
徽
省
の
九
華
山
、
浙
江
省
の
島
、
普
陀
山
を
言
う
。

そ
の
一
つ
、
成
都
近
く
の
峨
眉
山
は
、
芥
川
龍
之
介
の
『
杜
子
春
』

で
も
仙
人
の
い
る
山
と
し
て
日
本
に
知
ら
れ
、
山
容
も
大
き
く
、
寺

院
の
数
も
多
い
。
山
一
帯
は
聖
地
と
な
っ
て
い
た
た
め
に
自
然
が
守

ら
れ
、
約
3
0
0
0
種
の
植
物
と
、
約
2
0
0
0
種
の
動
物
の
宝
庫

で
も
あ
る
。
一
番
高
い
峰
が
万
仏
頂
で
、
大
き
な
寺
院
が
あ
り
、
頂

ま
で

の
名
刹
が
続
い
て
い
る
。

32
峨
眉
山
は
、
か
つ
て
道
教
（
山
岳
信
仰
の
要
素
を
持
つ
）
の
「
第

七
洞
天
」
で
あ
り
、
道
教
が
信
仰
さ
れ
た
山
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

峨
媚
山
金
頂
に
普
賢
菩
薩
が
姿
を
現
わ
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
広

ま
る
と
仏
教
の
勢
い
が
盛
ん
に
な
り
、
道
教
よ
り
優
勢
と
な
っ
た
。

③
玉
龍
雪
山
（
5
5
9
6
ｍ
、
中
国
・
雲
南
省
）
26

雲
南
地
方
の
少
数
民
族
に
古
く
か
ら
山
岳
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と

は
、岩
絵
の
所
で
も
触
れ
た
。
雲
南
北
部
に
あ
る
玉
龍
雪
山
周
辺
は
、

独
特
の
象
形
文
字
を
持
つ
ナ
シ
（
納
西
）
族
が
自
治
区
を
な
し
て
住

ん
で
い
る
。
ナ
シ
の
人
々
は
目
の
前
に
気
高
く
そ
び
え
、
鋭
い
頂
上

を
持
つ
こ
の
雪
山
を
、
彼
ら
の
主
神
、
サ
ン
ド
神
の
鎮
座
す
る
霊
山

｢私の世界百名山」アルバムから
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と
し
て
崇
め
て
き
た
。
今
で
は
観
光
政
策
と
し
て
や
っ
て
い
る
が
、

頂
上
の
良
く
見
え
る
高
原
、
雲
杉
坪
で
は
、
若
い
娘
が
輪
を
な
し
て

踊
る
祭
が
あ
り
、
古
代
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
歌う
た

垣が
き

と
思
わ
れ
る
。

④
富
士
山
（
3
7
7
6
ｍ
、
日
本
）
60

富
士
山
は
歴
史
的
に
噴
火
を
繰
り
返
す
大
き
な
火
山
で
、
山
岳
信

仰
も
昔
か
ら
あ
る
。
山
麓
に
は
縄
文
中
期
の
牛う
し

石い
し

遺
跡
や
千せ
ん

居ご

遺
跡

が
あ
り
、
激
し
く
噴
火
を
繰
り
返
す
富
士
を
鎮
め
る
祭
祀
が
行
な
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
大
き
な
石
が
山
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
並
ん
だ

「
配
石
遺
構
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
は
、
三
輪
山
の
よ

う
に
富
士
山
自
体
が
ご
神
体
と
さ
れ
、『
万
葉
集
』
に
も
「
不
尽
神
」

と
し
て
詠
わ
れ
た
。

⑤
パ
ト
ゥ
ン
ク
オ
ヌ（
3
9
5
2
ｍ
、台
湾
）「
私
の
世
界
百
名
山
」

に
選
び
、
麓
か
ら
良
く
眺
め
た
が
、
ま
だ
書
い
て
い
な
い
。

台
湾
の
最
高
峰
は
パ
ト
ゥ
ン
ク
オ
ヌ
patungkuonʉ（
通
称
・
玉

山
）
と
呼
ば
れ
、
麓
の
先
住
民
ツ
ォ
ウ
族
発
祥
の
地
と
伝
え
、
洪
水

が
引
い
た
後
、
父
系
集
団
ご
と
に
山
麓
部
を
移
動
定
住
し
た
。
そ
の

伝
承
の
詳
細
は
、1
9
3
0
年
代
の
馬
淵
東
一
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
。

こ
の
山
は
、
ブ
ヌ
ン
語
で
は
Saviah,Savih、
カ
ナ
カ
ナ
ブ
語
で

は
T
anungu’incu
と
も
呼
ぶ
。
こ
れ
ら
先
住
諸
族
は
ア
ワ
や
根
菜

類
の
焼
畑
栽
培
、
狩
猟
活
動
を
昔
か
ら
生
業
と
し
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
、
人
問
の
霊
魂
や
様
々
な
精
霊
を
崇
め
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
自

然
信
仰
、
武
勇
と
規
律
を
尊
ぶ
社
会
の
気
風
や
、
か
つ
て
行
な
わ
れ

て
い
た
首
狩
り
の
行
為
な
ど
に
、
プ
ロ
ト
・
マ
レ
ー
文
化
の
特
徴
が

あ
る
。
こ
の
山
が
「
新
高
山
」
と
呼
ば
れ
た
日
本
統
治
時
代
、
あ
の

知
る
人
ぞ
知
る
名
博
物
学
者
・
鹿
野
忠
雄
も
先
住
民
た
ち
を
調
査
し
、

『
山
と
雲
と
蕃
人
と
―
台
湾
高
山
紀
行
』
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ

の
豊
富
な
内
容
か
ら
も
、
彼
ら
が
山
岳
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
な
お
、
彼
は
終
戦
直
前
、
ボ
ル
ネ
オ
島
北
部
で
行
方

不
明
に
な
り
、

歳
で
消
息
を
絶
っ
た
。

38

⑥
白
頭
山
／
長
白
山
（
2
7
4
4
ｍ
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
／
中
国
・
吉
林
省
）
54

白
頭
山
（
ペ
ッ
ク
ト
ウ
サ
ン
）
は
朝
鮮
半
島
の
最
高
峰
で
、
朝
鮮

民
族
の
祖
と
言
わ
れ
る
「
檀
君
」
の
建
国
神
話
が
あ
り
、
古
く
か
ら

付
近
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
聖
山
で
あ
る
。
中
国
側
の
呼
び
名
は

長
白
山
（
チ
ャ
ン
バ
イ
シ
ャ
ン
）
で
、
清
朝
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
、

女
真
・
満
州
族
に
と
っ
て
も
聖
山
だ
。
朝
鮮
、
中
国
と
も
元
々
あ
っ

た
古
い
山
岳
信
仰
に
政
治
的
な
意
味
も
追
加
さ
れ
、
建
国
神
話
が
で

き
た
と
思
わ
れ
る
。
山
頂
か
ら
は
、
こ
の
山
を
世
界
的
に
特
徴
付
け

る
大
き
な
火
口
湖
「
天
池
」
を
囲
む
、
外
輪
山
の
峰
々
が
望
め
る
。
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な
お
、
こ
の
山
は

世
紀
に
巨
大
噴
火
し
、
そ
の
火
山
灰
は
遠
く
日

10

本
の
各
地
ま
で
達
し
て
い
る
。

⑦
オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ
ル
山
（
4
0
2
1
ｍ
、
モ
ン
ゴ
ル
）
58

2
0
0
0
ｍ
級
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
あ
る
山
の
う
ち
、
首
都
ウ
ラ

ン
バ
ー
ト
ル
か
ら
西
に
7
0
0
㎞
の
地
点
に
あ
る
の
が
、
オ
ト
ゴ

ン
・
テ
ン
ゲ
ル
山
。
日
本
の
富
士
山
の
よ
う
な
聖
山
と
し
て
、
昔
か

ら
モ
ン
ゴ
ル
人
に
崇
め
ら
れ
て
き
た
。
一
般
に
も
愛
さ
れ
て
き
た
こ

の
聖
山
は
、
日
本
の
富
士
山
と
並
ん
だ
図
柄
で
、
モ
ン
ゴ
ル
切
手
の

デ
ザ
イ
ン
に
も
な
っ
た
。
オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ
ル
山
へ
の
崇
拝
は
、

モ
ン
ゴ
ル
へ
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
伝
来
以
前
か
ら
あ
り
、
昔
の
ア
ニ
ミ

ズ
ム
的
な
山
へ
の
信
仰
が
基
盤
で
あ
る
。
こ
れ
に
「
オ
ト
ゴ
ン
・
テ

ン
ゲ
ル
に
は
仁
王
が
関
係
し
て
い
る
」
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
重

な
り
、
両
者
は
融
合
し
て
い
る
。

私
が
遥
か
に
オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ
ル
山
を
望
む
ダ
ヤ
ン
山
頂
上
の

大
き
な
岩
峰
の
前
の
広
場
に
登
っ
た
と
こ
ろ
、
オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ

ル
山
礼
拝
用
だ
ろ
う
、
五
体
投
地
の
た
め
の
板
が
置
い
て
あ
っ
た
。

昔
か
ら
あ
っ
た
オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ
ル
の
山
岳
信
仰
が
、の
ち
に
入
っ

た
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
に
、
礼
拝
儀
式
を
乗
っ
取
ら
れ
た
よ
う
だ
。

ダ
ヤ
ン
山
頂
上
に
馬
で
登
っ
て
来
た
地
元
の
人
た
ち
は
、
私
た
ち

を
食
事
に
誘
っ
て
く
れ
た
。
会
話
を
通
訳
し
て
く
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
人

｢私の世界百名山」アルバムから
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ガ
イ
ド
に
よ
る
と
、オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ
ル
山
の
東
麓
に
は
、チ
ベ
ッ

ト
仏
教
臭
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
派
手
な
礼
拝
所
が
あ
る
と
言
い
、
モ

ン
ゴ
ル
人
仏
教
巡
礼
者
の
集
合
写
真
を
見
せ
て
く
れ
た
。

モ
ン
ゴ
ル
に
は
、
3
つ
の
有
名
な
聖
山
が
あ
る
。
最
も
高
い
の
は

オ
ト
ゴ
ン
・
テ
ン
ゲ
ル
で
、
ほ
か
は
チ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
生
ま
れ
故
郷

に
近
い
ブ
ル
カ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ン
（「
神
の
弧
嶺
」
の
意
、
2
4
5
0

ｍ
）
や
ボ
グ
ド
・
カ
ン
（
2
2
6
1
ｍ
）
で
あ
る
。

2
―
5

西
ア
ジ
ア
の
山
岳
信
仰

①
ア
ラ
ラ
ト
（
5
1
6
5
ｍ
、
ト
ル
コ
）
41

旧
約
聖
書
で
ノ
ア
の
方は
こ

船ぶ
ね

が
漂
着
し
た
山
と
し
て
有
名
な
ア
ラ
ラ

ト
は
、
か
つ
て
は
ア
ル
メ
ニ
ア
領
だ
っ
た
。
ア
ル
メ
ニ
ア
で
は
、
ア

ラ
ラ
ト
は
崇
拝
す
べ
き
名
山
「
ア
ザ
ト
ン
・
マ
シ
ス
」
ま
た
は
単
に

「
マ
シ
ス
」
と
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
山
岳
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ア
ル

メ
ニ
ア
人
は
、
今
で
も
こ
の
山
の
こ
と
を
「
国
の
象
徴
で
あ
る
聖
山
」

と
し
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
富
士
山
の
よ
う
に
ア
ラ
ラ
ト
を
愛
し

て
い
る
。
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
歴
史
は
悲
し
く
、
第
1
次
世
界
大
戦
中

に
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
戦
争
し
、
ア
ラ
ラ
ト
を
含
む
領
土
を
奪
わ
れ
、

大
量
虐
殺
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

ア
ル
メ
ニ
ア
教
会
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人

は
、
有
名
人
で
は
ハ
チ
ャ
ト
ゥ
リ
ア
ン
、
ミ
コ
ヤ
ン
な
ど
、
父
称
で

あ
る
「
ヤ
ン
」
が
付
く
も
の
が
多
い
。
少
数
民
族
化
し
た
ア
ル
メ
ニ

ア
人
は
、
仕
方
な
く
難
民
と
し
て
世
界
に
散
ら
ば
り
、
各
地
に
お
い

て
商
業
な
ど
で
才
能
を
発
揮
し
、
集
団
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら
移
民
の

ア
ル
メ
ニ
ア
人
た
ち
も
、
自
宅
の
居
間
に
必
ず
故
郷
の
聖
山
、
ア
ラ

ラ
ト
の
絵
を
飾
っ
て
い
る
と
い
う
。

歴
史
の
初
め
か
ら
、
ア
ラ
ラ
ト
は
ア
ル
メ
ニ
ア
の
創
始
に
ま
つ
わ

る
神
話
、
伝
説
の
中
心
に
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
ア
ル
メ
ニ

ア
の
信
仰
で
は
、
火
の
神
ヴ
ァ
ハ
ー
グ
ン
は
、
1
0
0
1
の
太
陽
で

で
き
た
彼
の
重
い
職
杖
を
ア
ラ
ラ
ト
に
突
き
差
し
、
山
や
谷
の
美
し

さ
と
威
厳
に
感
銘
を
受
け
た
。
そ
れ
で
、
神
々
は
最
初
の
人
間
で
あ

る
ア
ル
メ
ニ
ア
始
祖
王
ハ
イ
ク
・
ナ
ハ
ペ
ト
の
誕
生
地
を
ア
ラ
ラ
ト

と
し
た
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
古
代
の
学
者
た
ち
も
、
雪
に
覆
わ
れ
た

聖
な
る
ア
ラ
ラ
ト
の
山
々
が
、
人
々
に
生
命
を
与
え
る
チ
グ
リ
ス
川

と
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
の
源
と
考
え
た
。
の
ち
の
ウ
ラ
ル
ト
ゥ
王
国
は

「
山
の
中
の
国
」
の
意
で
、
平
野
部
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
人
か
ら
そ
う
呼

ば
れ
た
。
ウ
ラ
ル
ト
ゥ
王
国
が
平
野
部
に
も
進
出
し
た
こ
と
も
あ

り
、ア
ル
メ
ニ
ア
王
国
誕
生
に
繋
が
リ
、ア
ラ
ラ
ト
の
語
源
と
も
言
う
。

②
ハ
ラ
山

イ
ラ
ン
高
原
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
が
、
想
像
上
の
ハ
ラ
山
。

イ
ラ
ン
に
ア
ー
リ
ア
人
が
入
っ
て
来
た
と
き
、
元
の
遊
牧
生
活
よ
り
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定
住
を
選
ん
だ
。
彼
ら
の
信
じ
て
い
た
世
界
観
は
、
ま
ず
天
と
地
が

あ
り
、
大
地
は
水
に
浮
か
び
、
大
地
の
中
心
に
は
ハ
ラ
山
と
い
う
、

隆
起
し
続
け
る
高
い
山
が
あ
っ
た
。
世
界
の
中
心
で
も
あ
っ
た
ハ
ラ

山
は
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
ス
メ
ル
山
に
当
た
り
、
仏
教

で
は
須
弥
山
と
し
て
知
ら
れ
る
。
元
々
こ
れ
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
語
族
に
共
通
の
自
然
観
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
山
や
川
、
火
な
ど

が
持
つ
、
人
力
の
及
ば
な
い
自
然
現
象
を
神
格
化
し
て
畏
敬
し
た
。

こ
の
「
原
イ
ラ
ン
多
神
教
」
に
は
、
山
岳
信
仰
も
含
ん
で
い
た
と
言

え
る
。
特
に
光
の
源
で
あ
る
「
火
」
へ
の
崇
拝
は
、
の
ち
に
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
に
よ
り
拝
火
教
を
生
み
、
現
在
も
イ
ラ
ン
、
イ
ン
ド
な
ど
に

細
々
な
が
ら
続
い
て
い
る
。

2
―
6

中
央
ア
ジ
ア
の
山
岳
信
仰

①
ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
（
7
5
4
6
ｍ
、
中
国
・
新
彊
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
）
32

楼
蘭
遺
跡
の
発
見
で
名
高
い
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
が
、
パ
ミ
ー

ル
高
原
か
ら
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
入
ろ
う
と
し
た
と
き
、
ま
ず
対

面
し
た
の
は
ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
の
勇
姿
で
あ
っ
た
。
ム
ス
タ
ー

グ
・
ア
タ
は
、
ウ
イ
グ
ル
語
や
タ
ジ
ク
語
で
「
ム
ス
（
氷
）」「
タ
ー

グ
（
山
）」「
ア
タ
（
父
）」、「
氷
の
山
の
父
」
の
意
味
で
あ
る
。
昔
の

旅
人
は
、
こ
の
山
が
初
め
て
見
え
る
と
、
そ
の
地
で
ひ
ざ
ま
ず
い
て

祈
り
を
捧
げ
た
と
い
う
。
仏
教
が
盛
ん
な
こ
ろ
は
、
カ
ン
・
リ
ン
ポ

チ
ェ
（
カ
イ
ラ
ス
）
と
並
ぶ
仏
教
の
聖
山
と
さ
れ
た
。
こ
の
山
の
形

は
丸
い
仏
塔
に
似
て
お
り
、
こ
の
山
で
悟
り
を
開
い
た
仏
教
の
高
僧

を
祀
っ
て
い
る
、
と
信
じ
ら
れ
た
。

1
8
9
4
年
春
、
麓
の
カ
ラ
ク
リ
（
黒
い
）
湖
に
た
ど
り
着
い
た

ヘ
デ
ィ
ン
は
、
ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
の
、
す
で
に
明
ら
か
に
イ
ス
ラ

ム
化
し
た
伝
説
を
『
ア
ジ
ア
の
砂
漠
を
越
え
て
』
で
紹
介
し
て
い
る
。

「
キ
ル
ギ
ス
人
た
ち
は
、
ム
ス
タ
ー
グ
・
ア
タ
の
頂
上
に
は
、
シ
ャ
ナ

イ
ダ
ル
と
い
う
楽
園
が
有
り
、
イ
ラ
ン
の
ダ
マ
バ
ン
ド
山
の
よ
う
な

神
秘
的
な
光
に
包
ま
れ
て
い
る
。
な
か
ば
未
開
な
キ
ル
ギ
ス
人
で
さ

え
、こ
の
神
聖
な
山
を
尊
敬
し
て
仰
ぎ
見
る
の
だ
。
欧
州
人
の
私
が
、

こ
の
山
の
魅
力
の
虜
に
な
る
の
も
、
不
思
議
で
は
な
い
」。
ヘ
デ
ィ

ン
は
若
い
こ
ろ
ペ
ル
シ
ャ
旅
行
を
し
て
い
て
、
テ
ヘ
ラ
ン
か
ら
ダ
マ

バ
ン
ド
山
を
眺
め
、
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る

②
ハ
ン
・
テ
ン
グ
リ
（
6
9
9
5
ｍ
、
キ
ル
ギ
ス
／
中
国
・
チ
ベ
ッ

ト
自
治
区
）「
私
の
世
界
百
名
山
」
に
は
入
れ
て
あ
る
が
、
麓
に

行
く
ツ
ア
ー
の
前
半
で
、私
の
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
も
あ
り
、

ま
だ
麓
か
ら
は
眺
め
て
お
ら
ず
、
書
い
て
い
な
い
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
北
麓
や
南
麓
を
通
る
中
国
・
天
山
山
脈
は
、
ハ

ン
・
テ
ン
グ
リ
、
最
高
峰
ポ
ベ
ー
ダ
（
7
4
3
9
ｍ
）
な
ど
、
4
0

｢私の世界百名山」アルバムから
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0
0
ｍ
を
超
え
る
高
峰
が
連
な
っ
て
い
る
。
ハ
ン
・
テ
ン
グ
リ
は
カ

ザ
フ
語
で
「
ハ
ン
」
は
「
王
」、「
テ
ン
グ
リ
」
は
「
天
ま
た
は
空
」

で
、「
天
空
の
王
」
の
意
味
。
ま
た
、
ハ
ン
・
テ
ン
グ
リ
の
別
名
「
カ

ン
・
タ
ウ
」
は
「
血
の
山
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
古
く
前
漢
の
司

馬
遷
の
書
い
た
『
史
記
』
に
は
、「
天
山
は
、
夏
、
冬
と
も
に
雪
を
い

だ
き
、
故
に
白
山
と
い
う
。
匈
奴
は
馬
を
降
り
、
皆
天
山
に
向
か
っ

て
頭
を
た
れ
、
遊
牧
民
に
と
っ
て
の
聖
山
で
あ
る
」
と
あ
リ
、
山
岳

信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
司
馬
遷
は
中
原
の
漢
族
と
し
て
は

珍
し
く
、『
史
記
』
の
中
で
匈
奴
な
ど
辺
境
の
人
々
の
習
俗
に
偏
見
は

持
た
な
か
っ
た
と
い
う
。

テ
ン
グ
リ
は
元
々
古
い
神
の
名
で
も
あ
り
、
テ
ン
ゴ
リ
ズ
ム
と
し

て
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
信
仰
は
、
古
代
と
中
世
で
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
草

原
の
「
空
の
神
・
テ
ン
グ
リ
」
信
仰
で
、
現
代
で
も
ト
ル
コ
と
モ
ン

ゴ
ル
、
フ
ン
族
な
ど
で
広
く
信
じ
ら
れ
る
。
テ
ン
ゴ
リ
ズ
ム
と

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
関
係
は
、
テ
ン
ゴ
リ
ズ
ム
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
時

代
に
お
け
る
、
古
代
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
発
展
の
一
形
態
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、テ
ン
グ
リ
神
は
絶
対
神
で
は
な
く
、シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
（
多
神
教
）
に
お
け
る
上
界
の
神
の
一
つ
で
あ
る
、
空
の

神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
ら
し
い
、

2
―
7

南
ア
メ
リ
カ
の
山
岳
信
仰

①
ア
ウ
サ
ン
ガ
テ
（
6
3
8
4
ｍ
、
ペ
ル
ー
）
57

イ
ン
カ
の
古
都
ク
ス
コ
か
ら
は
、
近
く
に
ア
ウ
サ
ン
ガ
テ
な
ど
ア

ン
デ
ス
の
雪
山
が
多
く
望
め
る
。
厳
し
い
ア
ン
デ
ス
山
地
に
生
き
る

イ
ン
カ
帝
国
の
諸
族
の
人
々
も
、
昔
か
ら
の
自
然
信
仰
が
強
く
、
特

に
山
岳
信
仰
は
明
白
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
高
峰
の
山
頂
に
は「
ア
プ
ー
」

「
ル
ア
ル
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
山
の
精
霊
・
神
が
い
て
、
麓
の
住
民
を

守
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
ア
プ
ー
は
、「
ア
プ
ー
・
ア
ウ
サ
ン
ガ

テ
」
な
ど
ク
ス
コ
周
辺
の

の
高
山
に
、
そ
れ
ぞ
れ
座
す
と
さ
れ
た
。

12

村
人
は
、
ア
プ
ー
な
ど
家
ご
と
に
違
う
山
の
神
々
の
名
を
次
々
に
唱

え
、
祈
る
。
山
の
神
の
儀
礼
と
し
て
は
、
家
畜
儀
礼
、
農
耕
儀
礼
、

治
療
儀
礼
な
ど
が
あ
り
、
な
か
で
も
家
畜
儀
礼
が
周
期
的
、
恒
常
的

に
行
な
わ
れ
、
複
雑
で
あ
る
（
詳
細
は
細
谷
広
美
『
ア
ン
デ
ス
の
宗

教
世
界
』〈
明
石
書
店
、
1
9
9
7
〉
を
参
照
）。

高
野
潤
『
イ
ン
カ
を
歩
く
』（
岩
波
書
店
、
2
0
0
1
）
に
よ
れ
ば
、

ス
ペ
イ
ン
の
征
服
者
、
特
に
聖
職
者
は
、
ア
ン
デ
ス
住
民
の
強
固
な

山
岳
信
仰
に
悩
ん
だ
。
彼
ら
に
は
、「
ア
ウ
サ
ン
ガ
テ
周
辺
に
は
昔
、

ア
ウ
サ
ン
カ
タ
と
い
う
尊
崇
さ
れ
た
神
殿
が
あ
り
、
祖
先
た
ち
は
彼

ら
と
同
じ
姿
を
し
た
偶
像
を
見
た
」
と
い
う
伝
承
が
強
か
っ
た
。
ス

ペ
イ
ン
の
征
服
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
化
を
強
行
し
よ
う
と
試
み
、
宣

教
師
ら
は
「
ア
ウ
サ
ン
ガ
テ
の
頂
上
に
は
、
登
山
家
が
登
る
以
前
か

ら
十
字
架
が
あ
っ
た
」
と
い
う
、
誤
っ
た
情
報
を
流
し
た
そ
う
だ
。
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一
般
に
も
イ
ン
カ
の
民
に
は
、
土
地
の
母
な
る
神
パ
チ
ャ
マ
マ
へ

の
信
仰
も
古
く
か
ら
あ
り
、
今
も
強
固
に
残
存
し
て
い
る
よ
う
だ
。

神
秘
的
な
力
を
持
っ
た
物
や
場
所
、
神
像
を
指
す
「
ワ
カ
」
と
い
う

自
然
信
仰
の
概
念
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
ボ
リ
ビ
ア
に
は
、
カ
ー
タ
と

い
う
聖
山
を
崇
拝
す
る
麓
の
部
族
が
い
る
な
ど
、
イ
ン
カ
の
人
々
は

現
在
も
、
山
や
丘
、
大
地
、
泉
な
ど
の
自
然
物
を
崇
拝
し
続
け
て
お

り
、
ア
ン
デ
ス
の
山
岳
信
仰
は
今
も
健
在
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
私
も
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
イ
ン
カ
時
代

か
ら
続
く
ア
ン
デ
ス
氷
河
上
で
の
祭
「
コ
リ
ユ
ー
ル
・
リ
テ
ィ
」
が

あ
る
。
こ
の
「
コ
リ
ユ
ー
ル
（
星
）」「
リ
テ
ィ
（
白
い
凍
結
し
た
雪
）」

の
祭
は
、
古
来
の
山
岳
信
仰
に
よ
る
祭
が
、
の
ち
に
侵
入
し
た
キ
リ

ス
ト
教
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
。
私
も
祭
の
日
に

合
わ
せ
て
氷
河
近
く
の
会
場
ま
で
登
っ
た
の
で
、
十
分
に
見
学
で
き

た
。
近
隣
各
地
の
村
か
ら
来
た
、
楽
隊
を
含
む
集
団
を
な
し
た
人
々

は
、
教
会
の
前
で
集
団
ご
と
に
順
に
踊
り
、
彼
ら
は
年
一
度
の
こ
の

祭
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
よ
う
だ
。
山
道
の
要
所
に
は
布
を
広
げ
た

だ
け
の
各
種
の
出
店
も
多
く
、
宿
営
地
に
は
人
々
を
集
め
、
コ
カ
の

葉
を
は
じ
め
祈
り
の
た
め
の
特
殊
な
供
物
を
配
り
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の

よ
う
な
行
為
を
す
る
人
も
活
躍
し
て
い
た
。

イ
ン
カ
文
化
で
は
、
ア
ン
デ
ス
に
多
い
火
山
の
噴
火
を
鎮
め
る
た

め
の
、
人
身
御
供
の
よ
う
な
儀
式
が
山
で
行
な
わ
れ
た
。
ペ
ル
ー
南

部
に
あ
る
ア
ン
パ
ト
（
6
3
1
0
ｍ
）
の
火
口
近
く
で
、
少
女
（
フ

ワ
ニ
ー
タ
）
の
ミ
イ
ラ
が
リ
ャ
マ
の
骨
な
ど
の
副
葬
品
と
と
も
に
見

付
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
北
部
の
ジ
ュ
ジ
ャ
イ
ジ
ャ
コ

火
山
（
ユ
ー
ヤ
イ
ヤ
コ
、
6
7
2
3
ｍ
）
の
山
頂
で
も
、
同
じ
よ
う

な
子
ど
も
の
ミ
イ
ラ
が
3
体
発
見
さ
れ
た
。
日
本
を
は
じ
め
世
界
各

地
で
も
、
火
山
信
仰
に
ま
つ
わ
る
人
身
御
供
が
あ
っ
た
と
い
う
話
は

多
い
。
柳
田
国
男
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
三
峰
神
社
の
よ
う
に
、
オ

オ
カ
ミ
は
山
の
神
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
日
本
各
地
に
は
、
狼

が
子
ど
も
を
さ
ら
っ
た
と
い
う
話
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド

で
も
、
狼
が
小
児
を
食
う
と
い
う
実
例
が
毎
年
あ
り
、
こ
れ
が
山
で

小
児
が
失
踪
す
る
話
、
い
わ
ゆ
る
「
神
隠
し
」
の
一
つ
の
所
以
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

②
ア
コ
ン
カ
グ
ア
（
6
9
6
0
ｍ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）「
私
の
世
界

百
名
山
」
で
は
、
ま
だ
書
い
て
い
な
い
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
南
米
大
陸
最
高
峰
ア
コ
ン
カ
グ
ア
は
、
ア
ン
デ

ス
主
脈
の
チ
リ
国
境
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
。
麓
の
人
々
の
共
通
語

で
も
あ
っ
た
ア
イ
マ
ラ
語
で
、「
ア
コ
ン
（
白
い
）」
と
「
カ
グ
ア
（
渓

谷
）」、
す
な
わ
ち
「
白
い
渓
谷
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
以
前
は
、麓
の
人
々
に
聖
山
と
し
て
拝
ま
れ
た
。

私
も
学
生
時
代
の
中
南
米
縦
断
遠
征
の
と
き
に
は
、
す
ぐ
近
く
を

｢私の世界百名山」アルバムから
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通
っ
た
が
眺
め
ら
れ
ず
、
2
回
目
に
南
米
の
こ
の
付
近
を
訪
れ
た
と

き
に
、
谷
を
少
し
入
っ
た
展
望
地
か
ら
ア
コ
ン
カ
グ
ア
の
全
容
が
良

く
眺
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
簡
単
に
は
、
チ
リ
の
首
都
サ
ン
チ
ャ
ゴ
と

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
首
都
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
間
を
飛
行
機
で
飛
べ

ば
、
天
気
が
良
け
れ
ば
頂
上
が
眼
下
に
眺
め
ら
れ
る
。

③
ロ
ラ
イ
マ
・
テ
プ
イ
（
2
8
1
0
ｍ
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
、
ブ
ラ
ジ

ル
、
ガ
イ
ア
ナ
）
49

南
米
北
部
の
ギ
ア
ナ
高
地
に
は
、
ロ
ラ
イ
マ
・
テ
プ
イ
や
ア
ウ
ヤ

ン
・
テ
プ
イ
（
2
4
5
0
ｍ
）
な
ど
、
頂
上
が
テ
ー
ブ
ル
状
の
山
（
卓

状
山
地
）
を
指
す
「
テ
プ
イ
」
が
多
い
。
麓
の
先
住
民
族
の
ベ
モ
ン

の
言
葉
で
「
神
々
の
住
む
所
」
の
意
で
、
精
霊
と
し
て
敬
っ
て
お
り

山
岳
信
仰
が
あ
る
。
テ
プ
イ
の
台
地
に
は
固
有
の
動
植
物
が
進
化
し

て
お
り
、
珍
種
も
多
い
。

④
ネ
ブ
リ
ナ
（
3
0
1
4
ｍ
、
ブ
ラ
ジ
ル
）
63

1
9
5
0
年
代
に
空
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
ア
マ
ゾ
ン
奥
地
に
そ
び

え
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
最
高
峰
。
し
た
が
っ
て
、
海
岸
寄
り
の
バ
ン
デ
ィ

ラ
（
2
8
9
0
ｍ
）
は
2
番
目
に
な
っ
た
。
イ
メ
リ
山
脈
に
あ
り
ベ

ネ
ズ
エ
ラ
国
境
に
近
い
が
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
頂
上
岩
峰
は
国
境
か

ら
6
0
0
ｍ
ほ
ど
離
れ
て
お
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
側
か
ら
登
る
こ
と
に
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な
っ
て
い
る
。
テ
プ
イ
構
造
が
風
化
、
地
殻
変
化
し
、
き
れ
い
な
テ

プ
イ
状
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
硬
い
岩
峰
が
突
き
出
て
い
る
の
も
ギ

ア
ナ
高
地
と
し
て
は
変
っ
て
い
る
。
山
の
中
腹
は
雲
霧
林
に
覆
わ

れ
、
台
地
上
は
ギ
ア
ナ
高
地
の
生
態
系
が
続
き
、
ブ
ロ
ッ
キ
ア
な
ど

の
植
物
も
見
ら
れ
る
。
特
に
ネ
ブ
リ
ナ
周
辺
は
、
ア
マ
ゾ
ン
本
流
に

近
い
た
め
か
食
虫
植
物
の
宝
庫
で
、
珍
種
も
多
い
。
日
本
人
で
登
頂

し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
柴
田
千
晶
先
生
率
い
る
食
虫
植
物
調
査
隊
（
日

本
山
岳
会
の
二
火
会
で
知
っ
た
女
性
登
山
家
・
故
内
田
敏
子
さ
ん
も

参
加
登
頂
）
し
か
知
ら
な
い
。

麓
の
先
住
民
ヤ
マ
ノ
ミ
の
人
々
に
は
残
念
な
が
ら
会
え
ず
、
直
接

取
材
で
き
な
か
っ
た
。
マ
ナ
ウ
ス
到
着
の
翌
朝
に
は
、
す
ぐ
に
タ
ク

シ
ー
並
み
の
セ
ス
ナ
機
が
ネ
ブ
リ
ナ
へ
飛
ん
で
く
れ
る
こ
と
に
な

り
、
残
念
な
が
ら
麓
の
ヤ
マ
ノ
ミ
の
エ
ア
ー
・
ス
ト
リ
ッ
プ
へ
の
着

陸
許
可
を
、
先
住
民
局
か
ら
得
る
暇
が
な
か
っ
た
。
ヤ
マ
ノ
ミ
の

人
々
は
、
ア
マ
ゾ
ン
で
も
近
代
文
明
か
ら
遠
い
生
活
を
し
て
お
り
、

当
然
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
各
種
精
霊
を
信
じ
て
お
り
、
遥
か
に
見
え
る
ネ

ブ
リ
ナ
頂
上
に
も
死
者
の
霊
が
住
む
と
し
て
、信
仰
し
て
い
る
ら
し
い
。

⑤
パ
イ
ネ
（
3
0
5
0
ｍ
、
チ
リ
）
45

チ
リ
・
パ
タ
ゴ
ニ
ア
の
ト
ー
レ
ス
・
デ
ル
・
パ
イ
ネ
岩
峰
群
は
、

麓
の
ア
ラ
ウ
カ
ニ
ア
族
に
と
っ
て
は
元
々
山
岳
信
仰
の
対
象
で
あ
っ

た
ら
し
く
、
パ
イ
ネ
は
彼
ら
の
言
葉
で
「
青
い
（
空
）」
を
意
味
す
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
作
家
セ
バ
ー
ジ
ョ
ス
に
は
、
先
住
民
に
つ
い
て
の

多
く
の
小
説
の
中
に
、パ
イ
ネ
の
山
の
女
王
に
関
す
る
も
の
も
あ
る
。

2
―
8

中
央
ア
メ
リ
カ
の
山
岳
信
仰

麓
の
先
住
民
で
あ
る
、
中
米
の
古
代
文
明
―
オ
ル
メ
カ
や
マ
ヤ
、

ア
ス
テ
カ
を
担
っ
た
人
々
は
、
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）
で
ジ
ャ

ガ
ー
を
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
。
オ
ル
メ
カ
人
、
マ
ヤ
人
が
住
ん
で

い
た
所
は
平
地
の
密
林
が
多
く
、
最
強
の
動
物
ジ
ャ
ガ
ー
を
神
と
す

る
、
日
本
の
オ
オ
カ
ミ
信
仰
の
よ
う
な
自
然
信
仰
だ
っ
た
。

①
ポ
ポ
カ
テ
ペ
ト
ル
（
5
4
5
2
ｍ
、
メ
キ
シ
コ
）
2

中
米
の
メ
キ
シ
コ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
な
ど
に
は
、
環
太
平
洋
火
山
帯

の
一
部
と
し
て
火
山
が
多
い
。
メ
キ
シ
コ
の
海
岸
部
に
は
東
西
2
つ

の
大
き
な
火
山
が
あ
る
。
首
都
メ
キ
シ
コ
市
の
東
に
そ
び
え
る
ポ
ポ

カ
テ
ペ
ト
ル
の
麓
に
は
、
ア
ス
テ
カ
時
代
以
前
か
ら
大
噴
火
を
す
る

こ
の
火
山
を
、
富
士
山
の
よ
う
に
信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。

彼
ら
の
祈
祷
師
は
山
と
対
話
が
で
き
、
メ
キ
シ
コ
古
代
文
明
と
火
山

の
関
わ
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。「
ポ
ポ
カ
テ
ペ
ト
ル
と
は
、
ア

ス
テ
カ
の
言
葉
で
『
煙
を
吐
く
山
』
の
意
味
」
と
、
メ
キ
シ
コ
の
火

山
学
者
ア
ト
ル
博
士
の
本
に
あ
る
。
ポ
ポ
カ
テ
ペ
ト
ル
よ
り
少
し
高

｢私の世界百名山」アルバムから
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い
東
部
の
成
層
火
山
、
シ
ト
ラ
ル
テ
ペ
ト
ル
（
5
6
3
6
ｍ
）
は
ナ

ワ
ト
ル
語
で
Citlaltépetl、
citlalは
「
星
」、
tepētlは
「
山
」
の
意

味
で
、
メ
キ
シ
コ
で
も
山
は
天
と
同
一
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
ア
グ
ア
山
（
3
7
5
2
ｍ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
）

グ
ア
テ
マ
ラ
も
火
山
国
で
、
ア
グ
ア
山
が
南
に
見
え
る
ア
ン
テ
ィ

グ
ア
市
は
標
高
1
5
0
0
ｍ
。
四
方
を
火
山
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
ア

グ
ア
山
の
山
容
も
標
高
も
富
士
山
に
よ
く
似
た
独
立
峰
で
あ
る
。
西

に
あ
る
フ
エ
ゴ
山
（
3
7
6
3
ｍ
）
は
活
火
山
で
、
常
に
噴
煙
を
上

げ
て
い
る
の
が
市
内
か
ら
も
眺
め
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
の
大
き
な
特

徴
の
一
つ
は
古
代
マ
ヤ
の
伝
統
で
、
Ｂ
Ｃ
1
0
0
0
年
ご
ろ
か
ら
中

米
各
地
で
栄
え
た
マ
ヤ
文
明
は
、
独
特
の
数
万
の
文
字
や
高
度
な
天

文
学
の
知
識
を
持
ち
、
自
然
の
神
々
や
精
霊
を
信
仰
し
て
い
た
。
現

在
の
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
市
の
住
民
の
多
く
は
先
住
民
マ
ヤ
の
末
裔
で
、

今
も
民
族
衣
装
を
身
に
着
け
、
古
代
か
ら
伝
わ
る
様
々
な
山
岳
信
仰

な
ど
の
信
仰
・
習
慣
を
受
け
継
い
で
い
る
。

2
―
9

北
ア
メ
リ
カ
の
山
岳
信
仰

北
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
ア
パ
ッ
チ
族
は
「
ガ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
山

の
精
霊
を
信
仰
し
、
覆
面
を
し
た
「
ガ
ン
・
ダ
ン
サ
ー
」
に
よ
る
祈

祷
の
踊
り
を
山
に
捧
げ
る
。
ま
た
、
ナ
バ
ホ
族
は
4
つ
の
聖
山
を
持
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ち
、
彼
ら
の
神
話
に
基
づ
き
「
イ
ェ
イ
ビ
チ
ェ
イ
」
と
い
う
精
霊
た

ち
の
行
進
行
事
を
数
日
か
け
て
行
な
う
。
ホ
ピ
族
と
ズ
ニ
族
は
、「
カ

チ
ー
ナ
」
と
い
う
精
霊
群
を
信
仰
す
る
自
然
信
仰
で
、
い
ず
れ
も
仮

面
行
事
で
あ
り
、
各
々
の
氏
族
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。

①
デ
ナ
リ
（
6
1
9
4
ｍ
、
ア
メ
リ
カ
・
ア
ラ
ス
カ
州
）
35

北
米
大
陸
最
高
峰
の
デ
ナ
リ
（
通
称
・
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
）
は
、
北

麓
の
先
住
民
―
ア
サ
バ
ス
カ
ン
系
の
コ
ユ
コ
ン
族
の
言
葉
で
「
太
陽

の
家
」
ま
た
は
「
最
も
高
い
も
の
」
の
意
で
、
彼
ら
の
伝
説
で
は
「
デ

ナ
リ
は
神
の
起
源
」
と
さ
れ
、
山
岳
信
仰
の
あ
っ
た
聖
山
で
あ
る
。

し
か
し
、通
称
で
世
界
中
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
は
、

金
鉱
探
し
の
山
師
が
、
山
に
全
く
関
係
の
な
い
当
時
の
大
統
領
候
補

に
勝
手
に
献
名
し
た
も
の
で
、
北
米
大
陸
最
高
峰
に
は
似
つ
か
わ
し

く
な
い
。
さ
す
が
に
早
く
か
ら
州
政
府
は
、
山
の
周
辺
の
原
野
を
デ

ナ
リ
国
立
公
園
と
し
、
オ
バ
マ
大
統
領
の
連
邦
政
府
も
、
2
0
1
5

年
か
ら
山
も
正
式
に
「
デ
ナ
リ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

②
タ
コ
マ
（
4
3
9
2
ｍ
、
ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
州
）
24

米
国
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
シ
ア
ト
ル
や
タ
コ
マ
な
ど
の
都
市
か
ら
良

く
眺
め
ら
れ
る
タ
コ
マ
（
通
称
・
レ
ー
ニ
ア
）
は
、
麓
の
先
住
民
か

ら
拝
ま
れ
た
聖
山
で
あ
っ
た
。
T
aco-betま
た
は
T
ahom
a
と
も

呼
ば
れ
、「
天
空
の
近
く
を
雷
の
よ
う
に
走
る
も
の
」「
大
地
に
雪
を

も
た
ら
す
も
の
」「
ミ
ル
ク
色
の
水
を
出
す
胸
」
な
ど
と
神
聖
視
し
て

い
た
が
、
勇
敢
な
先
住
民
が
、
富
士
信
仰
の
よ
う
に
頂
上
に
達
し
た

形
跡
も
あ
る
ら
し
い
。
米
国
西
海
岸
に
移
民
し
た
日
系
人
は
、
こ
の

山
を
「
タ
コ
マ
富
士
」
と
呼
ん
で
、
何
か
に
つ
け
祖
国
を
思
い
出
す

よ
す
が
と
し
た
と
い
う
。
白
人
の
画
家
に
よ
る
作
品
で
、
タ
コ
マ
を

海
か
ら
遠
望
し
た「
先
住
民
は
こ
の
山
を
タ
コ
マ
と
名
付
け
て
い
る
」

と
い
う
題
の
絵
も
あ
る
。
西
海
岸
近
く
の
タ
コ
マ
や
シ
ャ
ス
タ
、
セ

ン
ト
・
ヘ
レ
ン
ズ
の
3
つ
の
火
山
に
は
、
富
士
山
と
八
ヶ
岳
の
よ
う

に
「
昔
、
男
女
に
分
か
れ
喧
嘩
を
し
た
山
々
は
、
そ
の
結
果
頂
上
部

分
が
吹
っ
飛
び
、
ギ
ザ
ギ
ザ
に
な
っ
た
」
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

③
ト
ゥ
ー
マ
ン
・
イ
・
グ
ー
・
ヤ
ー
（
4
4
1
8
ｍ
、
ア
メ
リ
カ
・

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
）
7

通
称
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
山
の
現
地
名
は
、
先
住
民
の
パ
イ
ウ
ー
ト

語
で
T
oo-m
an-i-goo-yah「
大
変
年
取
っ
た
男
」
の
意
で
、
彼
ら
は

頂
上
に
精
霊
が
住
む
と
信
じ
た
。
シ
エ
ラ
ネ
バ
ダ
山
脈
に
あ
り
、
米

合
衆
国
本
土

州
の
中
で
は
最
も
高
い
山
で
、
通
称
は
地
理
学
者
ホ

48

イ
ッ
ト
ニ
ー
教
授
に
因
ん
だ
。
な
お
、
こ
の
山
の
東
麓
近
く
に
は
第

2
次
世
界
大
戦
中
、
日
系
移
民
が
強
制
収
容
さ
れ
た
マ
ン
ザ
ナ
ー
収

容
所
の
跡
が
、
国
家
史
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
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2
―
9

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
山
岳
信
仰

英
国
や
ロ
シ
ア
を
含
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
国
々
は
、
古
く
か
ら

の
民
族
で
あ
る
ケ
ル
ト
人
や
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
を
は
じ
め
北
欧

の
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
、
ギ
リ
シ
ャ
人
な
ど
が
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
古

代
か
ら
「
何
を
信
じ
て
い
た
か
、
山
岳
信
仰
が
あ
っ
た
か
」
に
つ
い

て
は
、
前
述
し
た
ア
ル
プ
ス
高
地
で
発
見
さ
れ
た
、
5
3
0
0
年
前

の
凍
結
ミ
イ
ラ
・
ア
イ
ス
マ
ン
の
話
を
除
い
て
具
体
的
情
報
は
か
な

り
少
な
い
。
北
欧
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
で
は
、
ヴ
ォ
ー
タ
ン
神
へ

の
信
仰
な
ど
、
人
々
が
信
じ
て
い
た
自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
多

神
教
）
が
、
伝
説
伝
承
で
辛
う
じ
て
残
っ
て
い
る
。

ア
ル
プ
ス
で
は
ロ
ー
マ
人
が
侵
入
す
る
前
は
ケ
ル
ト
系
部
族
が
居

住
し
、
ポ
エ
ニ
ヌ
ス
と
い
う
天
の
神
を
崇
拝
し
て
い
た
。「
ペ
ン
」
は

ケ
ル
ト
語
で
山
の
頂
を
指
し
、
ポ
エ
ニ
ヌ
ス
の
神
殿
は
、
ス
イ
ス
の

グ
ラ
ン
・
サ
ン
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
峠
（
救
助
犬
セ
ン
ト
・
バ
ー
ナ
ー
ド

を
飼
っ
て
い
た
僧
院
が
あ
る
峠
）
付
近
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
の
ち
に
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
舞
台
と
し
て
世
界
的
に
有
名
に

な
っ
た
ア
ル
プ
ス
の
高
山
だ
が
、
中
世
で
は
関
心
が
な
い
か
、
あ
っ

て
も「
イ
ボ
の
よ
う
な
嫌
わ
れ
も
の
」で
、信
仰
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。

日
本
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
か
っ
た
が
、
実
は
中
世
で
は
イ
ス
ラ
ム

の
医
学
・
科
学
の
方
が
西
欧
よ
り
遥
か
に
進
ん
で
お
り
、
当
時
の
西

欧
の
医
学
書
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
医
書
の
直
訳
で
し
か
な
か
っ
た
。
大

英
帝
国
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
も
、
実
は
〝
隠
れ
イ
ス
ラ
ム
教
徒
〞

で
、
イ
ス
ラ
ム
諸
学
を
勉
強
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近

代
に
な
る
と
西
欧
は
、
コ
ン
キ
ス
タ
ド
ー
レ
ス
な
ど
の
影
響
で
、
そ

の
学
問
上
の
手
本
で
あ
っ
た
は
ず
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
を
敵
視
し
、
遅

れ
て
い
る
と
言
い
始
め
た
。
近
代
化
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ

る
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
人
々
も
、
そ
れ
を
明
治
か
ら
直
輸
入

し
た
日
本
の
人
々
も
、
今
で
も
漠
然
と
「
多
神
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒

は
遅
れ
て
い
る
」と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
梅
棹
忠
夫
さ
ん
は
、

こ
の
事
実
を
基
に
「
以
前
は
野
蛮
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
未
知
だ
っ

た
西
欧
も
、
日
本
か
ら
見
れ
ば
探
検
の
対
象
だ
」
と
喝
破
し
て
い
た
。

元
々
「
未
開
な
風
習
は
、
野
蛮
で
な
い
人
が
探
検
調
査
す
る
」
こ
と

に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
、
東
西
お
互
い
さ
ま
で
あ
る
。

①
オ
リ
ン
ポ
ス
（
2
9
1
7
ｍ
、
ギ
リ
シ
ャ
）
36

古
く
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
オ
リ
ン
ポ
ス
に
住
ん
で
い
る
と

い
う
神
々
（
オ
リ
ン
ポ
ス

神
）
が
信
仰
さ
れ
た
。「
オ
リ
ン
ポ
ス
」

12

と
は
、
古
い
時
代
に
ギ
リ
シ
ャ
に
移
住
し
て
き
た
ド
ー
リ
ア
人
の
言

葉
で
「
山
」
の
意
味
だ
と
い
う
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
主
神
ゼ
ウ
ス
、

そ
の
妻
ヘ
ラ
、
ポ
セ
イ
ド
ン
（
海
と
大
地
の
神
）、
ア
ポ
ロ
ン
（
太
陽

の
神
）、
ア
テ
ナ
（
知
恵
の
神
）、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
美
の
女
神
）
な

ど
が
、
山
の
頂
上
付
近
の
宮
殿
を
住
居
と
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
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鍛
冶
の
神
ヘ
パ
イ
ス
ト
ス
は
、
元
々
は
ヴ
ォ
ー
タ
ン
神
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
神
話
か
ら
見
る
と
、
神
話
以
前
か
ら
素
朴
な
山
へ
の

信
仰
を
含
む
、
ヴ
ォ
ー
タ
ン
神
な
ど
へ
の
信
仰
は
あ
っ
た
。
神
話
中

の
山
オ
リ
ン
ポ
ス
は
、
初
め
は
空
想
上
の
山
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に

ギ
リ
シ
ャ
北
部
か
ら
ア
テ
ネ
を
結
ぶ
主
要
道
を
歩
い
て
も
目
立
っ
て

立
派
な
山
で
あ
る
、
現
在
の
オ
リ
ン
ポ
ス
に
落
ち
着
い
た
。

繰
り
返
す
が
、
ギ
リ
シ
ャ
を
欧
州
文
明
の
始
ま
り
の
土
地
と
捉
え

る
こ
と
の
多
い
西
欧
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
反
す
る
古
い
自
然
信
仰

は
嫌
わ
れ
、
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話

を
創
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
人
自
身
も
ほ
か
の
土
地
か
ら
侵
入
し
て
お
り
、

元
々
こ
の
地
の
人
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
各
地
で
自
然
信
仰
の
考
古

学
的
証
拠
は
、
岩
絵
以
外
に
見
付
か
っ
て
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話

に
よ
る
と
、
パ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
（
2
4
5
2
ｍ
）
は
ア
ポ
ロ
ン
な
ど
の

ニ
ン
フ
た
ち
を
祭
っ
て
い
て
、
音
楽
の
語
源
の
女
神
―
ミ
ュ
ー
ズ
た

ち
が
住
む
と
い
う
。
ま
た
、
北
部
山
岳
地
帯
か
ら
侵
攻
し
て
来
た

ド
ー
リ
ア
人
も
ヴ
ォ
ー
タ
ン
神
な
ど
を
信
じ
、
元
々
山
岳
信
仰
が

あ
っ
た
た
め
か
、
オ
リ
ン
ポ
ス
ば
か
り
で
な
く
、
ス
パ
ル
タ
に
近
い

こ
の
パ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
も
敬
愛
し
て
い
た
。

②
エ
ト
ナ
（
3
3
2
3
ｍ
、
イ
タ
リ
ア
・
シ
チ
リ
ア
島
）
59

イ
タ
リ
ア
半
島
の
爪
先
に
あ
る
シ
チ
リ
ア
島
は
古
く
か
ら
地
中
海

の
中
心
で
、
多
く
の
民
族
（
ア
ラ
ブ
や
ノ
ル
マ
ン
な
ど
）
が
移
り
住

ん
だ
歴
史
を
持
つ
。
エ
ト
ナ
は
シ
チ
リ
ア
最
高
峰
の
、
大
き
な
の
っ

ぺ
り
と
し
た
火
山
で
、
シ
チ
リ
ア
島
東
部
の
各
地
か
ら
眺
め
ら
れ
、

た
び
た
び
大
噴
火
し
溶
岩
流
で
被
害
が
出
た
。
昔
の
富
士
山
の
噴
火

と
同
様
、
こ
の
山
を
鎮
め
る
た
め
に
古
く
か
ら
山
岳
信
仰
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
現
地
に
行
っ
て
も
そ
の
証
拠
は
残
っ
て
い
な
い
。

③
北
欧
の
山
々

ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
半
島
は
、
昔
か
ら
サ
ー
メ
（
ラ
ッ
プ
人
）
が
ト

ナ
カ
イ
を
飼
う
世
界
だ
っ
た
。
の
ち
に
ノ
ル
ド
語
を
話
す
ゲ
ル
マ
ン

人
が
入
り
、
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
（
海
賊
）
と
な
っ
た
。
自
然
信
仰
が
元

の
北
欧
伝
説
に
登
場
す
る
「
ト
ロ
ル
」
は
、「
巨
大
な
図
体
」「
山
に

住
ん
で
い
る
」「
人
と
敵
対
し
て
い
る
」
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
が
、

ト
ロ
ル
が
人
を
高
地
の
ね
ぐ
ら
に
連
れ
去
る
「
誘
拐
」
の
伝
説
は
、

実
体
験
に
由
来
し
て
い
る
ら
し
い
。
世
界
を
体
現
す
る
巨
樹
で
あ
る

ユ
グ
ド
ラ
シ
ル
（
世
界
樹
）
も
、
北
欧
で
は
信
じ
ら
れ
た
。
巨
樹
崇

拝
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
中
米
マ
ヤ
で
は

ｍ
に
も
な
る
セ
イ
バ
が

60

「
世
界
樹
」
と
考
え
ら
れ
、
崇
め
ら
れ
て
い
る
。

北
欧
神
話
に
は
、
古
ノ
ル
ド
語
で
「
ベ
ル
グ
リ
シ
」
と
い
う
「
山

の
巨
人
」
の
神
々
が
い
て
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
を
救
っ
た
と
の
伝
説
も

あ
り
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
国
章
に
も
入
っ
て
い
る
。
こ
の
「
山
の
巨

｢私の世界百名山」アルバムから
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人
」
の
信
仰
も
山
岳
信
仰
が
源
と
思
わ
れ
、
そ
の
一
人
「
フ
ル
ン
グ

ニ
ル
」
の
頭
部
と
心
臓
は
、
石
で
で
き
て
い
た
と
い
う

北
欧
神
話
に
は
「
オ
ー
デ
ィ
ン
」
な
ど
の
神
も
い
て
、
ヴ
ォ
ー
タ

ン
神
と
同
様
、
自
然
信
仰
で
あ
る
。
オ
ー
デ
ィ
ン
の
名
は
、
語
源
的

に
は
「
狂
気
、
激
怒
し
た
者
の
主
」
を
意
味
し
、
こ
れ
が
シ
ャ
ー
マ

ン
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
シ
ャ
ー
マ
ン
の

神
」
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
で
は
ヴ
ォ
ー
タ
ン
と
い
う
神

は
、
各
地
を
転
々
と
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
本
来
は
風
神
、
嵐
の

神
（
天
候
神
）
と
し
て
の
神
格
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
南
部
の
民
間
信
仰
で
は
、
死
人
の
霊
が
登
る
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
「
死
者
の
山
」
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
一

つ
「
ヴ
ァ
ル
ホ
ー
ル
」
は
、
古
く
は
病
人
が
飛
び
込
む
断
崖
を
兼
ね

て
い
た
の
で
、「
絶
壁
の
山
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
山
の
崖
は

ｍ
40

も
切
れ
落
ち
て
お
り
、
身
を
投
げ
る
に
は
勇
気
が
必
要
だ
っ
た
が
、

「
老
人
は
床
で
死
ぬ
よ
り
も
、
山
で
死
ぬ
方
が
良
い
」
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
楢
山
節
考
で
あ
る
。
同
様
の
死
生
観
は
ボ
ル
ネ
オ
島
に
も
あ

り
、
北
部
の
最
高
峰
キ
ナ
バ
ル
山
の
麓
の
カ
ダ
サ
ン
の
人
々
も
、
人

が
死
ぬ
と
霊
は
キ
ナ
バ
ル
山
頂
に
集
ま
る
、
と
信
じ
て
い
た
。

④
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
（
1
1
1
4
ｍ
、
ド
イ
ツ
）

北
欧
と
共
通
点
が
多
い
ド
イ
ツ
北
部
で
は
、
ハ
ル
ツ
山
地
が
古
く

か
ら
の
神
秘
的
な
山
で
、
特
に
中
世
で
は
魔
女
の
住
む
山
と
思
わ
れ

て
き
た
。
最
も
高
い
の
は
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
で
、春
先
に
魔
女
が
集
ま
り
、

お
祭
騒
ぎ
を
す
る
場
と
言
わ
れ
、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
も

描
か
れ
た
。
今
で
も
麓
の
村
に
、
魔
女
の
火
祭
が
残
っ
て
い
る
。
ブ

ロ
ッ
ケ
ン
は
霧
が
懸
か
り
や
す
く
、
背
後
か
ら
の
日
光
に
よ
り
人
物

の
影
が
巨
大
化
す
る
「
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
現
象
」
が
起
こ
る
。
欧
州
、
特

に
ド
イ
ツ
で
は
不
吉
と
さ
れ
る
が
、
中
国
で
は
峨
眉
山
の
僧
は
、
周

り
に
浮
か
ぶ
光
輪
を
聖
な
る
も
の
と
し
、
吉
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、「
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
現
象
」
の
捉
え
方
に
、
山
岳
信
仰
を
感
じ

る
。⑤

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
山

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
元
々
ケ
ル
ト
文
化
が
強
く
残
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
島
に
は
あ
ま
り
目
立
っ
た
高
い
山
は
な
い
が
、
山
に
巡
礼
す
る
伝

統
は
現
在
も
あ
る
ら
し
い
。
元
々
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
基
本
的
に

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
は
受
け
た
が
、
布
教
に
当
た
っ
た
聖
パ
ト
リ
ッ

ク
の
独
特
の
手
法
も
あ
る
の
か
、
キ
リ
ス
ト
教
一
色
で
は
な
く
、
古

く
か
ら
の
ケ
ル
ト
文
化
が
色
濃
く
残
っ
た
。
最
も
重
要
な
宗
教
的
象

徴
の
十
字
架
か
ら
し
て
、
ケ
ル
ト
人
が
信
じ
る
太
陽
神
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
円
が
中
心
に
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
十
字
架
は
ほ
か
の
地

域
と
は
大
き
く
異
な
る
。

170



こ
の
ケ
ル
ト
人
の
八
百
万
の
神
に
も
似
た
多
神
教
は
、
山
を
含
む

自
然
物
を
神
と
す
る
。
詳
し
く
言
う
と
、
渦
巻
き
模
様
や
組
み
紐
模

様
が
特
徴
で
、
こ
の
裏
に
は
「
天
に
上
る
」
発
想
が
あ
り
、
巨
石
文

化
と
し
て
残
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
一
般
に
「
天
に
上
る
」
は
、
山
の

頂
上
と
の
類
似
性
も
あ
り
、
ロ
シ
ア
教
会
の
ネ
ギ
坊
主
状
の
塔
、
ゴ

シ
ッ
ク
教
会
の
天
を
目
指
す
様
式
に
も
繋
が
る
。
縄
文
土
器
に
見
ら

れ
る
渦
巻
き
模
様
や
、
二
重
螺
旋
の
縄
目
（
縄
文
）
も
、
こ
の
種
の

自
然
信
仰
か
ら
く
る
。
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
の
国
々
の
中
で
は
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
は
現
在
、
山
岳
を
含
む
自
然
信
仰
が
一
番
強
い
国
か
も

知
れ
な
い
。

2
―

ア
フ
リ
カ
の
山
岳
信
仰

10

ア
フ
リ
カ
の
古
く
か
ら
の
先
住
民
、
バ
ン
ツ
ー
系
の
諸
民
族
に
も

山
岳
信
仰
は
あ
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
に
限
ら
な
い
が
、
現
在
も
そ
の
山

岳
信
仰
の
多
く
は
、
麓
の
人
々
の
持
つ
素
朴
な
も
の
で
、
辺
鄙
な
山

で
は
、
現
地
に
行
か
な
い
と
詳
細
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

①
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
（
5
8
9
5
ｍ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
）
47

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
は
東
ア
フ
リ
カ
の
共
通
語
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
で
は

「
キ
リ
マ
」
は
「
山
」、「
ン
ジ
ャ
ロ
」
は
「
白
く
輝
く
」
の
意
だ
と
一

般
に
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、麓
の
チ
ャ
ガ
族
の
人
々
は
、モ
リ
マ（
山
）

チ
ャ
（
に
属
す
る
）
ニ
ャ
ロ
（

世
紀
の
族
長
の
名
）
に
由
来
し
、

18

キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
は
、
そ
の
モ
リ
マ
・
チ
ャ
・
ニ
ャ
ロ
の
訛
だ
と
い

う
。
名
族
長
ニ
ャ
ロ
は
こ
の
聖
山
を
崇
拝
し
、
毎
年
、
若
者
を
山
に

登
ら
せ
、
祭
祀
を
行
な
っ
た
山
岳
信
仰
者
と
言
わ
れ
る
。
チ
ャ
ガ
の

神
話
で
は
、
水
源
の
山
・
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
に
い
る
「
ル
ワ
」
と
い

う
神
が
、
機
嫌
が
悪
い
と
雨
を
降
ら
せ
ず
、
麓
に
飢
餓
を
も
た
ら
す

こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
神
話
で
は
、
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ
の
主
峰
キ

ボ
と
、
隣
の
マ
ウ
ェ
ン
ジ
に
は
喧
嘩
の
逸
話
が
あ
り
、
キ
ボ
が
怒
っ

て
マ
ウ
ェ
ン
ジ
を
殴
り
、
そ
の
結
果
、「
傷
が
多
い
峰
」
と
い
う
意
味

の
マ
ウ
ェ
ン
ジ
が
、
山
の
名
前
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

②
ケ
ニ
ア
山
（
5
1
9
9
ｍ
、
ケ
ニ
ア
）
3

ケ
ニ
ア
山
も
麓
の
キ
ク
ユ
族
の
人
々
に
と
っ
て
は
聖
山
で
、「
ン

ガ
イ
（
N
gai）」
と
い
う
神
が
頂
上
に
鎮
座
す
る
。
ケ
ニ
ア
山
の
麓

に
移
住
し
た
キ
ク
ユ
に
と
っ
て
山
は
神
聖
な
場
所
で
あ
り
、
彼
ら
の

創
造
神
話
の
中
心
的
な
部
分
だ
っ
た
。
部
族
の
伝
説
に
よ
る
と
、
彼

ら
の
神「
ン
ガ
イ
」は
キ
ク
ユ
を
創
造
し
、住
む
所
と
し
て
キ
リ
ニ
ャ

ガ
（
ケ
ニ
ア
山
）
を
創
っ
た
。
神
は
キ
ク
ユ
に
、
ケ
ニ
ア
山
の
下
の

豊
か
な
土
地
を
与
え
た
。
近
代
に
は
英
国
に
統
治
さ
れ
た
が
、
山
麓

で
の
キ
ク
ユ
を
中
心
と
す
る
反
英
ゲ
リ
ラ
の
活
躍
も
あ
り
、
ケ
ニ
ア

は
独
立
し
た
。
独
立
後
の
初
代
大
統
領
ジ
ョ
モ
・
ケ
ニ
ヤ
ッ
タ
は
当

｢私の世界百名山」アルバムから

171



然
、
キ
ク
ユ
族
出
身
だ
っ
た
。
彼
は
、
地
元
に
と
っ
て
の
ケ
ニ
ア
山

の
重
要
性
を
キ
ク
ユ
ら
し
く
説
明
し
、「
ケ
ニ
ア
山
の
麓
は
農
業
な

ど
に
必
須
で
、
し
か
も
山
の
静
け
さ
の
中
で
、
初
め
て
伝
統
的
な
儀

式
を
行
な
え
る
」
と
、
山
を
素
朴
に
讃
え
た
。

③
ル
ウ
ェ
・
ン
ズ
ル
ル
（
5
1
0
9
ｍ
、
ウ
ガ
ン
ダ
／
コ
ン
ゴ
）
64

ア
フ
リ
カ
第
3
の
高
峰
ル
ウ
ェ
・
ン
ズ
ル
ル
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の

地
理
学
者
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
に
よ
り
、
ナ
イ
ル
源
流
の
「
月
の
山
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
、
昔
か
ら
西
欧
社
会
で
も
知
ら
れ
て
い
た
。
確
か

に
ル
ウ
ェ
・
ン
ズ
ル
ル
に
降
っ
た
水
は
、
い
く
つ
か
の
湖
を
経
て
最

終
的
に
は
ナ
イ
ル
河
に
流
れ
る
の
で
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
は
そ
れ
ほ

ど
誤
っ
て
は
い
な
い
。

通
称
の
ル
ウ
ェ
ン
ゾ
リ
は
1
8
8
9
年
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
の
ヘ

ン
リ
ー
・
ス
タ
ン
リ
ー
の
、
幸
運
な
晴
天
に
よ
る
頂
上
付
近
の
望
見

（〝
発
見
〞
と
称
さ
れ
た
）
に
同
行
し
た
ト
ロ
族
の
呼
び
名
だ
っ
た
。

実
際
、
山
中
に
住
み
狩
猟
・
採
集
を
し
て
い
た
コ
ン
ジ
ョ
族
は
、
こ

の
山
を
「
ル
ウ
ェ
ン
・
ズ
ル
ル
（
光
る
場
所
）」
と
呼
ん
で
い
た
（
カ

ン
パ
ラ
に
長
く
住
む
、
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
社
の
和
田
篤
志
さ
ん
か
ら

の
私
信
）。
こ
の
山
は
麓
の
人
々
が
、
水
源
で
あ
る
氷
河
に
宿
る
山

の
神
―
キ
タ
サ
ン
バ
を
今
で
も
崇
拝
す
る
な
ど
、
明
白
に
山
岳
信
仰

が
あ
っ
た
。
近
年
、
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
が
こ
の
山
域
周
辺
を
国
立
公
園

に
し
て
狩
猟
・
採
集
を
禁
止
し
た
の
で
、代
償
の
登
山
ガ
イ
ド
や
ポ
ー

タ
ー
業
な
ど
で
コ
ン
ジ
ョ
族
は
生
き
延
び
て
い
る
。

④
オ
ル
ド
イ
ニ
ョ
・
レ
ン
ガ
イ
（
2
9
6
0
ｍ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
）

タ
ン
ザ
ニ
ア
観
光
で
野
生
動
物
が
観
察
で
き
る
ン
ゴ
ロ
ン
ゴ
ロ
か

ら
セ
レ
ン
ゲ
ッ
テ
ィ
原
野
に
向
か
う
と
、
遠
く
に
特
異
な
溶
岩
を
噴

出
し
、
白
く
輝
く
オ
ル
ド
イ
ニ
ョ
・
レ
ン
ガ
イ
が
眺
め
ら
れ
る
。
ア

フ
リ
カ
大
地
溝
帯
の
火
山
群
の
一
部
を
な
し
、
こ
の
火
山
は
現
在
も

活
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
オ
ル
ド
イ
ニ
ョ
・
レ
ン
ガ
イ
も
古
く
か
ら

火
山
信
仰
の
対
象
で
、
麓
の
マ
サ
イ
族
の
言
葉
で
「
オ
ル
ド
イ
ニ
ョ
」

は
「
山
」、「
レ
ン
ガ
イ
」
は
「
神
」
で
あ
り
、「
神
の
山
」
を
意
味
す

る
。
マ
サ
イ
の
聖
地
で
、
病
人
が
出
た
り
家
畜
が
い
な
く
な
っ
た
り

す
る
と
こ
の
山
に
登
り
、生
け
贄
と
と
も
に
祈
り
を
捧
げ
る
と
い
う
。

⑤
タ
ッ
シ
リ
・
ナ
ジ
ェ
ー
ル
（
2
1
5
8
ｍ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
）

サ
ハ
ラ
砂
漠
の
北
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
東
部
の
小
さ
な
山
脈
中
に
、

タ
ッ
シ
リ
・
ナ
ジ
ェ
ー
ル
が
あ
る
。
最
高
点
は
ア
ダ
ー
ル
・
ア
フ
ァ

オ
（
A
drarA
fao）
で
、
新
石
器
時
代
の
岩
絵
群
が
あ
る
こ
と
で
有

名
だ
。
地
名
は
ト
ゥ
ア
レ
グ
語
で
「
水
流
の
多
い
大
地
」
を
意
味
し

て
お
り
、
昔
は
も
っ
と
湿
潤
な
気
候
だ
っ
た
。
Ｂ
Ｃ
5
0
0
0
年
ご

ろ
か
ら
、
カ
モ
シ
カ
や
ワ
ニ
な
ど
の
大
型
動
物
と
狩
猟
民
の
岩
絵
が
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始
ま
り
、
皮
膚
に
傷
を
入
れ
た
装
飾
の
あ
る
黒
人
女
性
の
舞
踏
が
印

象
的
だ
。
宇
宙
人
ら
し
い
と
話
題
に
な
る
3
ｍ
の
「
白
い
巨
人
」
は
、

こ
の
時
期
だ
。
な
お
、
宇
宙
人
風
と
言
わ
れ
る
岩
絵
は
米
国
な
ど
世

界
中
に
あ
り
、
各
地
の
先
住
民
の
脳
が
共
通
に
創
造
し
た
「
精
霊
＝

空
想
の
神
」
の
様
々
な
姿
で
あ
ろ
う
。
岩
絵
は
、
Ｂ
Ｃ
3
0
0
0
年

に
は
牛
の
群
れ
を
追
う
「
牧
畜
民
の
時
代
」
が
続
き
、「
馬
の
時
代
」

か
ら
乾
燥
化
が
進
み
、
独
特
の
サ
ハ
ラ
文
字
を
伴
う
「
駱
駝
ら
く
だ

の
時
代
」

で
終
わ
る
。

⑥
フ
ァ
コ
（
4
0
7
0
ｍ
、
カ
メ
ル
ー
ン
山
）
51

ア
フ
リ
カ
西
海
岸
に
も
大
き
な
高
い
火
山
が
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
フ
ァ
コ
（
通
称
・
カ
メ
ル
ー
ン
山
）
は
、

西
欧
で
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
紀
元
前
4
5
0
年
ご
ろ
、
カ

ル
タ
ゴ
の
ハ
ン
ノ
率
い
る
艦
隊
が
ア
フ
リ
カ
西
海
岸
を
南
下
し
た
と

き
、
噴
火
に
よ
る
「
3
本
の
火
柱
」
を
観
察
し
て
い
る
。「
フ
ァ
コ
」

と
は
現
地
語
で
「
山
」
の
意
味
で
、
麓
の
人
々
に
食
物
を
与
え
る
半

神
半
石
の
「
エ
バ
ナ
・
モ
ト
」
と
い
う
火
山
の
神
へ
の
山
岳
信
仰
を
、

麓
の
住
民
は
持
っ
て
い
る
。
今
で
も
「
エ
バ
ナ
・
モ
ト
神
の
許
可
な

く
山
の
も
の
を
盗
る
な
ど
掟
を
少
し
で
も
破
る
と
、
火
山
の
神
は
警

告
し
、
フ
ァ
コ
は
火
山
性
微
動
を
起
こ
す
。
も
っ
と
悪
質
な
行
動
で

彼
が
怒
る
と
、
大
噴
火
す
る
」
と
現
地
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
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⑦
テ
ー
ブ
ル
・
マ
ウ
ン
テ
ン
（
1
0
8
6
ｍ
、
南
ア
フ
リ
カ
）
25

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
北
部
の
カ
ラ
ハ
リ
乾
燥
地
は
、
今
ま
で
サ
ン

人
（
昔
は
ブ
ッ
シ
ュ
マ
ン
と
蔑
称
）
が
多
く
の
岩
絵
の
遺
跡
を
各
所

に
残
し
た
。
古
代
サ
ン
人
の
壁
画
が
4
5
0
0
以
上
残
る
、
ボ
ツ
ワ

ナ
西
北
部
の
ツ
ォ
デ
ィ
ロ
・
ヒ
ル
ズ
（
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ス
ト
の

「
す
べ
り
山
」）
の
精
霊
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
か
ら
も
、
彼
ら
が
強
く

自
然
信
仰
（
ア
ニ
ミ
ズ
ム
）
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

南
ア
フ
リ
カ
の
最
高
地
点
、
タ
バ
ナ
ン
ト
レ
ニ
ャ
ナ
山
（
3
4
8

2
ｍ
）
は
「
特
徴
の
な
い
ピ
ー
ク
の
一
つ
」（
地
元
ガ
イ
ド
の
言
）
だ

そ
う
な
の
で
、
私
は
行
か
ず
、
世
界
百
名
山
に
も
選
ば
な
か
っ
た
。

替
わ
り
に
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
港
の
東
西
交
流
の
歴
史
上
の
重
要
さ
、
ス

エ
ズ
運
河
開
通
以
前
の
欧
州
に
行
く
日
本
人
な
ど
と
の
関
わ
り
、

テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ス
状
の
巨
大
な
雲
な
ど
特
徴
の
あ
る
山
、
テ
ー
ブ

ル
・
マ
ウ
ン
テ
ン
を
選
ん
だ
。
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
は
早
く
か
ら
植
民
地

化
さ
れ
、
初
代
ア
フ
リ
カ
人
大
統
領
・
マ
ン
デ
ラ
を
生
ん
だ
先
住
民

コ
サ
族
の
地
名
は
「
イ
カ
パ
」
と
言
っ
た
。
私
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
で

テ
プ
イ
状
の
頂
上
台
地
に
登
り
、
豊
富
な
花
や
植
物
相
を
楽
し
み
、

小
さ
な
丘
に
あ
る
頂
上
に
も
行
っ
た
。

テ
ー
ブ
ル
・
マ
ウ
ン
テ
ン
の
山
岳
信
仰
に
つ
い
て
は
、コ
サ
の
人
々

の
古
い
民
族
資
料
が
私
の
手
に
は
入
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ

る
。
た
だ
1
8
5
6
年
、
コ
サ
の
少
女
ノ
ン
ガ
ウ
セ
は
、
友
人
の
お

じ
の
呪
術
師
に
「
先
祖
の
精
霊
と
出
会
っ
た
」
と
い
う
話
を
し
た
。

精
霊
は
彼
女
に
「
全
て
の
コ
サ
人
は
自
ら
の
作
物
を
焼
き
払
い
、
畜

牛
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
霊
は
見
返
り
と
し
て
英
国
人
の

入
植
者
を
海
に
掃
き
捨
て
る
こ
と
を
約
束
し
た
」
と
い
う
。
少
な
く

と
も
、
古
代
社
会
一
般
に
見
ら
れ
る
先
祖
や
精
霊
へ
の
信
仰
は
、
コ

サ
族
に
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2
―

オ
セ
ア
ニ
ア
の
山
岳
信
仰

11

①
ウ
ル
ル
（
8
6
7
ｍ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）
17

ウ
ル
ル
（
U
luru）
は
、
平
原
に
赤
く
異
様
に
そ
び
え
る
大
き
な
砂

岩
の
一
枚
岩
の
山
で
、
砂
岩
層
は
褶
曲
で
縦
縞
に
な
り
、
4
〜
3
万

年
前
に
隆
起
し
た
と
言
わ
れ
る
。
1
8
7
0
年
代
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
大
陸
に
白
人
が
入
り
始
め
、
政
治
権
力
を
持
っ
た
た
め
、
一
時
、

英
国
風
に
提
督
に
献
名
さ
れ
、
エ
ア
ー
ズ
・
ロ
ッ
ク
は
通
称
と
な
っ

た
。
ウ
ル
ル
は
、元
々
麓
の
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
の
聖
山
だ
っ
た
。

し
か
し
、
私
が
行
っ
た
こ
ろ
は
、
観
光
客
が
危
険
な
急
斜
面
に
張
っ

た
鎖
を
頼
り
に
頂
上
に
登
る
こ
と
が
で
き
、
転
落
事
故
に
よ
る
怪
我

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
近
年
、
ウ
ル
ル
周
辺
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
か
ら
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
に
正
式
に
返
還
さ
れ
、
2
0
1
9
年
に
は
登

山
禁
止
と
な
り
、
鎖
も
撤
去
さ
れ
た
。

ウ
ル
ル
は
広
大
な
平
地
の
良
い
目
印
に
な
る
の
で
、
ア
ボ
リ
ジ
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ニ
ー
の
人
々
の
交
通
の
拠
点
と
な
り
、6
本
の
道
が
交
差
し
て
い
た
。

神
話
で
は
、
こ
の
山
は
二
人
の
子
ど
も
の
泥
遊
び
か
ら
で
き
た
と
言

わ
れ
る
。
ウ
ル
ル
の
麓
の
各
所
に
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
の
一
部
族
、
ア

ナ
ン
グ
の
人
々
の
遺
跡
が
あ
る
。
洞
窟
な
ど
の
壁
に
は
岩
絵
が
描
か

れ
、
別
の
場
所
に
は
、
Ｘ
線
を
使
っ
た
よ
う
な
、
透
視
画
法
に
よ
る

カ
ン
ガ
ル
ー
の
岩
絵
も
あ
る
。

ア
ナ
ン
グ
の
人
々
な
ど
に
伝
わ
る
伝
統
の
一
つ
に
、
虹
色
の
蛇
の

卵
の
神
話
が
あ
る
。
虹
色
の
蛇
の
卵
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
の
人
た
ち

の
世
界
観
（
信
仰
）
の
中
核
で
、
こ
の
卵
が
世
界
を
創
り
出
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
球
（
世
界
）
を
創
り
出
し
た
の
が
蛇
だ
と
い

う
伝
説
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
だ
け
で
な
く
世
界
中
の
先
住
民
族
で
見

ら
れ
、
偶
然
と
は
思
え
ず
、
ヒ
ト
脳
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
高
次
機

能
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
自
然
信
仰
）
の
共
通
性
を
感
じ
る
。

②
ア
オ
ラ
ン
ギ
（
3
7
6
4
ｍ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
5

昔
、
無
人
だ
っ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
北
島
、
南
島
を
発
見
し
、

定
住
し
た
の
は
、
タ
ヒ
チ
諸
島
か
ら
来
た
マ
オ
リ
族
の
人
々
で
あ
っ

た
。
そ
の
う
ち
最
高
峰
ア
オ
ラ
ン
ギ
（
通
称
：
マ
ウ
ン
ト
・
ク
ッ
ク
）

の
あ
る
南
島
に
住
ん
だ
ガ
イ
タ
フ
（
集
団
名
）
の
人
々
は
、
伝
唱
歌

の
中
で
「
ア
オ
ラ
ン
ギ
、
素
晴
ら
し
い
山
よ
…
…
」
と
最
高
峰
を
賞

賛
し
て
い
て
、
聖
山
と
し
て
信
仰
し
て
い
た
。「
ア
オ
ラ
キ
」
と
も
書

か
れ
る
が
、「
ア
オ
ラ
ン
ギ
」
が
マ
オ
リ
語
の
正
式
な
綴
り
で
、
マ
オ

リ
語
で
は
「
ア
オ
」
は
「
白
い
」、「
ラ
ン
ギ
」
は
「
空
、
高
い
も
の
」

の
意
味
が
あ
る
。

マ
オ
リ
の
人
々
に
悲
運
な
こ
と
は
、
の
ち
に
西
欧
人
の
探
検
航
海

に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
島
が
見
付
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

だ
。
特
に
天
体
観
測
と
称
し
南
方
大
陸
を
探
し
て
い
た
、
ク
ッ
ク
船

長
の
英
国
船
に
よ
っ
て
勝
手
に
島
の
〝
領
有
〞
儀
式
を
さ
れ
て
し
ま

い
、
英
国
側
か
ら
一
方
的
に
英
国
植
民
地
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し

か
も
、
実
際
の
領
有
の
た
め
大
英
帝
国
が
マ
オ
リ
部
族
連
合
と
結
ん

だ
ワ
イ
タ
ン
ギ
条
約
で
は
、
正
式
な
英
文
と
正
式
な
マ
オ
リ
文
の
間

に
重
大
な
食
い
違
い
が
あ
っ
た
。
大
英
帝
国
は
こ
こ
で
も
先
住
民
を

騙
し
、
英
文
と
違
っ
て
い
た
マ
オ
リ
文
の
方
を
故
意
に
無
視
し
、
マ

オ
リ
の
土
地
を
英
植
民
地
化
し
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
私
の
ロ
ン
ド
ン
留
学
は
、
往
復
の
渡
航
費
や

滞
在
費
は
全
部
英
国
政
府
持
ち
の
、British
CouncilScholarだ
っ

た
。
独
身
で
若
か
っ
た
の
で
、
2
年
間
で
英
会
話
も
上
達
し
、
英
語

の
論
文
も
楽
に
速
く
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
後
々
の
研
究
生
活
な
ど

に
大
変
役
立
っ
た
。
こ
の
留
学
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
脳
の
研
究
へ
の
転
向

な
ど
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
人
生
の
転
機
を
作
っ
て
く
れ
た
の
で
、
私

と
し
て
は
恩
の
あ
る
英
国
政
府
の
悪
口
は
余
り
言
い
た
く
な
い
。
し

か
し
、
昔
お
世
話
に
な
り
私
淑
し
た
深
田
久
弥
さ
ん
に
習
い
、
何
事
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も
細
か
く
文
献
・
資
料
を
調
べ
、
な
る
べ
く
真
実
を
伝
え
た
い
と
思

い
記
し
た
次
第
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『怪
談
』
な
ど
で
日
本
文
化
の
特
異
性
を
世
界
に
紹
介
し
て
く
れ

た
、
ギ
リ
シ
ャ
生
ま
れ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
ケ
ル
ト
文
化
）
育
ち
の
、

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン（
小
泉
八
雲
）は
、「
私
が
日
本
の
幽
霊（
耳

無
し
芳
一
や
雪
女
な
ど
。
筆
者
注
）
を
信
じ
る
の
は
、
現
代
の
（
西

欧
な
ど
の
）
世
界
に
幽
霊
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
」

と
友
人
に
宛
て
た
手
紙
で
述
べ
た
と
い
う
。
自
然
に
対
す
る
素
朴
な

信
仰
が
、
長
年
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
飲
み
込
ま
れ
て
消
え
て
し

ま
っ
た
文
化
で
育
っ
た
一
般
西
洋
人
の
物
の
考
え
方
に
対
し
て
、
山

や
岩
な
ど
の
自
然
の
向
こ
う
に
神
や
霊
を
信
じ
、
拝
む
心
が
日
本
人

に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
日
本
で
育
っ
た
日
本
人
の

私
よ
り
、
西
洋
文
化
の
下
で
育
っ
た
が
、
放
浪
歴
の
あ
る
西
洋
人
で

あ
る
ハ
ー
ン
に
は
、
よ
り
強
く
分
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
彼
は

英
国
籍
を
捨
て
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
に
帰
化
し
た
ほ
ど
だ
。

最
後
に
、
日
本
人
自
身
が
国
民
の
祝
日
「
山
の
日
」
を
、
山
岳
信

仰
な
ど
山
や
花
鳥
風
月
を
拝
み
大
切
に
し
て
、
人
と
の
交
流
や
文
化

を
も
楽
し
む
、
山
登
り
、
山
遊
び
の
普
及
の
日
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

を
実
践
す
る
こ
と
を
切
に
願
う
。

な
お
、外
国
語
原
語
の
カ
ナ
表
記
は
日
本
語
に
な
い
発
音
も
多
く
、

正
確
に
は
表
記
で
き
ず
通
例
に
従
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
山
の
標
高

も
、
適
当
に
選
ん
だ
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

〈
筆
者
紹
介
〉

(く
ろ
だ
・
よ
う
い
ち
ろ
う

会
員
番
号
1
2
4
0
9
）
1
9
4

3
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
環
境
脳
神
経
科
学
情
報
セ
ン
タ
ー
代
表
、

医
学
博
士
（
東
大
）。
東
大
農
学
部
農
芸
化
学
科
卒
、
ワ
ン
ダ
ー

フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
に
所
属
し
、
1
9
6
4
年
に
は
学
術
調
査
探
検
部
を

創
部
。
留
学
し
た
ロ
ン
ド
ン
大
学
・
精
神
医
学
研
究
所
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
か

ら
脳
研
究
に
転
向
。
帰
国
後
、
東
京
都
神
経
科
学
総
合
研
究
所
研
究

員
に
。
海
外
の
学
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
多
く
、
休
暇
を
加
え
て
約

2
0
0
以
上
の
世
界
の
山
々
を
眺
め
た
。

定
年
退
職
を
ま
た
い
で
科
技
庁
の
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
「
環
境
ホ
ル
モ
ン

の
脳
発
達
へ
の
影
響
」
の
研
究
代
表
者
。
現
在
は
、
発
達
障
害
の
原

因
と
し
て
の
農
薬
や
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
原
因
と
し
て
の
ア
ル
ミ

な
ど
環
境
化
学
物
質
の
「
ヒ
ト
脳
へ
の
広
範
な
環
境
の
影
響
」
に
つ

い
て
研
究
。
著
書
に
『
ボ
ケ
の
原
因
を
探
る
』（
岩
波
新
書
、
1
9
9

2
）『
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
』（
岩
波
新
書
、
1
9
9
8
）『
発
達
障
害

の
原
因
と
発
症
メ
カ
ニ
ズ
ム
』（
河
出
書
房
新
社
、2
0
1
4
）な
ど
。
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団
体
の
設
立
に
見
る
登
山
の
大
衆
化

城
島
紀
夫

は
じ
め
に

社
会
人
の
登
山
団
体
が
設
立
さ
れ
た
時
期
を
調
査
し
て
、

年
ご

10

と
の
年
代
別
に
変
遷
の
諸
相
と
そ
の
背
景
と
の
関
連
を
考
察
し
た
。

全
国
で
設
立
さ
れ
た
登
山
団
体
の
実
数
は
こ
の
数
倍
に
も
上
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
趨
勢
や
動

向
な
ど
を
わ
が
国
の
登
山
の
大
衆
化
現
象
と
し
て
捉
え
て
紹
介
し
た

い
。調

査
の
対
象
期
間
は
、
1
9
0
0
年
か
ら
1
9
9
9
年
ま
で
の
1

0
0
年
間
で
あ
る
。
2
0
0
0
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
設
立
時
期
が

判
明
し
た
団
体
が
非
常
に
少
な
い
た
め
に
後
日
の
調
査
対
象
と
し

た
。

調
査
方
法

日
本
山
岳
会
が
発
行
し
た
『
山
日
記
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
全
国
登

山
団
体
名
簿
」、
な
ら
び
に
、
山
と
溪
谷
社
が
発
行
し
た
雑
誌
『
山
と

溪
谷
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
社
会
人
山
岳
会
一
覧
表
」
を
中
心
と
し
た
。

こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
日
本
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協

会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
加
盟
団
体
」、
お
よ
び
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
ク
ラ
ブ
紹
介
」
を
閲
覧
し
た
。
併
せ
て
、
多
く

の
登
山
団
体
が
発
行
し
た
「
周
年
記
念
誌
」
を
検
索
し
て
補
足
資
料

と
し
た
。

『
山
日
記
』
は
、
日
記
帳
と
し
て
毎
年
販
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

一
般
の
書
籍
で
は
な
い
た
め
公
共
図
書
館
に
は
収
蔵
さ
れ
て
い
な
い

が
、日
本
山
岳
会
図
書
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
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こ
の
「
登
山
団
体
名
簿
」
は
1
9
3
2
年
以
来
、
当
時
の
日
本
山

岳
会
の
調
査
部
が
問
い
合
わ
せ
書
を
発
送
し
て
得
た
回
答
書
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は

年
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
。

54

年
以
降
の
設
立
団
体
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
『
山
と
溪
谷
』
の
「
社

55
会
人
山
岳
会
一
覧
表
」
に
よ
っ
た
。「
山
と
溪
谷
」
編
集
部
が
日
本
山

岳
協
会
（
現
・
日
本
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会
）
と
日

本
勤
労
者
山
岳
連
盟
の
2
つ
の
団
体
に
所
属
す
る
山
岳
会
、
な
ら
び

に
同
雑
誌
に
会
員
募
集
を
掲
載
し
た
登
山
団
体
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー

ト
を
発
送
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
参
考
文
献
に
加
え
て
筆
者
が
行
な
っ
た
補
足
調
査
か
ら
、

設
立
時
期
が
判
明
し
た
2
6
8
3
の
団
体
を
集
計
し
た
。
設
立
時
期

が
不
明
の
団
体
が
約
5
5
0
団
体
あ
っ
た
。
集
計
に
際
し
て
は
、
日

本
山
岳
会
の
支
部
と
奨
健
会
の
支
部
に
つ
い
て
は
対
象
外
と
し
た
。

設
立
数
の
推
移
と
団
体
名
の
変
遷

設
立
団
体
数
の
推
移
【
表
1
】
お
よ
び
図
1

登
山
団
体
の
設
立
は
、
明
治
時
代
の
1
9
1
0
年
前
後
が
始
動
期

と
な
り
、
大
正
期
の

年
代
か
ら
興
隆
が
始
ま
っ
た
。

20

年
代
に
発
足
し
た
団
体
の
名
称
は
、
山
岳
会
が
主
流
で
あ
り
、

20
次
い
で
登
山
会
、
山
岳
部
、
ス
キ
ー
山
岳
会
、
旅
行
会
、
探
検
会
の

順
で
あ
っ
た
。
設
立
が
急
増
・
大
発
展
し
た

年
代
か
ら

年
代
に

20

30

は
、
職
域
団
体
の
設
立
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

年
代
の
設
立
数
は
、
太
平
洋
戦
争
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

40
終
戦
直
後
の
盛
大
な
登
山
活
動
の
復
活
に
よ
り
多
数
の
設
立
を
見
せ

た
。
山
の
国
・
日
本
の
民
衆
文
化
を
思
わ
せ
る
。

年
代
以
降
も
新
規
団
体
の
設
立
が
ほ
ぼ
同
数
で
続
い
て
い
た

50
が
、設
立
団
体
の
名
称
や
活
動
内
容
に
は
次
第
に
変
化
が
見
ら
れ
た
。

団
体
名
称
の
変
遷

登
山
団
体
の
種
類
は
、
一
般
的
な
地
域
団
体
、
種
目
別
の
同
志
の

団
体
、
職
域
職
場
（
職
場
内
）、
地
域
青
年
団
な
ど
多
様
で
あ
る
。

団
体
名
か
ら
そ
の
活
動
内
容
の
変
化
を
知
る
こ
と
は
困
難
な
の

で
、
名
称
区
分
ご
と
の
設
立
数
の
推
移
を
も
っ
て
当
時
の
人
気
度
も

し
く
は
流
行
現
象
と
捉
え
て
、
年
代
ご
と
の
背
景
と
の
関
連
に
つ
い

て
考
察
し
た
。

【
表
2
】
お
よ
び
図
2
は
、
名
称
を
次
の
通
り
大
ま
か
に
区
分
し
て
、

区
分
ご
と
の
団
体
数
お
よ
び
構
成
比
率
の
推
移
を
見
た
も
の
で
あ

る
。

「
Ⅰ

山
岳
会
・
山
岳
部
」
に
は
、
登
山
部
、
登
山
会
、
登
山
研
究

会
な
ど
を
含
め
た
。「
Ⅱ

山
の
会
・
ハ
イ
キ
ン
グ
」に
は
、ス
キ
ー
、

歩
行
、
徒
歩
、
探
勝
、
旅
行
な
ど
を
、「
Ⅲ

Ａ
Ｌ
Ｐ
・
Ｃ
Ｃ
」
に
は

登
高
会
、登
攀
会
な
ど
を
含
め
、「
Ⅳ

そ
の
他
」の
4
区
分
と
し
た
。

団体の設立に見る登山の大衆化
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「
Ⅳ
そ
の
他
」
の
中
で
多
く
見
ら
れ
た
名
称
は
、
同
人
会
，
同
志
会
、

ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
、
岳
友
会
、
山
友
会
、
山
想
会
な
ど
で
あ
る
。

時
代
の
背
景
が
大
き
く
反
映
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
現
象

は
、

年
代
と

年
代
に
お
い
て
「
山
岳
会
・
山
岳
部
」
の
構
成
割

30

40

合
が

％
を
超
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
因
は
、
図
1
に
見

50

ら
れ
る
職
域
団
体
の
設
立
の
増
加
で
あ
り
、
こ
の
職
域
団
体
の
大
多

数
が
山
岳
会
ま
た
は
山
岳
部
を
名
乗
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
山
岳
会
・
山
岳
部
」
と
い
う
名
称
の
設
立
人
気
は

年
代

50

か
ら

年
代
へ
と
続
い
た
が
、

年
代
に
急
減
し
た
。
そ
の
原
因
は

60

70

年
代
か
ら
勤
労
者
山
岳
会
の
下
部
組
織
の
新
設
が
続
き
、

年
代

60

70

に
な
っ
て
か
ら
設
立
名
称
を
「
勤
労
者
山
岳
会
」
か
ら
「
山
の
会
」

へ
と
統
一
的
に
変
更
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

時
代
が
下
っ
て

年
代
と

年
代
に
見
え
る
「
山
の
会
・
ハ
イ
キ

80

90

ン
グ
」
の
構
成
割
合
の
増
加
は
、
ハ
イ
キ
ン
グ
ク
ラ
ブ
の
増
加
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
2
つ
の
年
代
に
「
そ
の
他
」
の
割

合
が
増
加
し
た
原
因
は
、
実
に
多
種
多
様
で
活
動
内
容
と
は
無
関
係

な
団
体
名
に
よ
る
団
体
新
設
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
る
。
世
人
の
価

値
観
の
変
化
が
続
い
て
い
る
よ
う
だ
。

年
代
に
入
る
と
、「
山
岳
会
」
と
い
う
名
称
の
団
体
設
立
は

％

70

15

と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
現
在
も
活
動
を
継
続
し
て
い
る
団
体
の
数
を

概
観
す
る
と
「
そ
の
他
」
名
称
の
団
体
は
、
他
の
名
称
区
分
の
団
体

よ
り
も
消
長
が
激
し
い
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

最
初
に
現
れ
た
登
山
団
体
の
名
称

初
期
に
設
立
さ
れ
た
登
山
団
体
名
で
、
主
な
同
類
名
称
の
中
で
最

初
に
現
れ
た
と
見
ら
れ
る
団
体
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

京
都
探
勝
会
（
1
8
8
1
年
）、
北
海
道
旅
行
倶
楽
部
（

年
）、

02

蝦
夷
富
士
登
山
会
（

）、
日
本
博
物
同
志
会
山
岳
会
（

）、
大
阪

05

06

探
勝
わ
ら
じ
会（

）、信
濃
山
岳
研
究
会（

）、神
戸
徒
歩
会（

）、

06

11

11

日
本
ア
ル
カ
ウ
会
（

）、
神
戸
野
歩
路
会
（

）、
蔵
王
高
原
ス
キ
ー

14

15

ク
ラ
ブ
（

）、
神
戸
岳
友
会
（

）、
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
ハ
イ
キ
ン
グ

17

20

ク
ラ
ブ
（

）、
東
京
登
高
会
（

）、
ロ
ッ
ク
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
・

20

22

ク
ラ
ブ
（

）、
日
本
ア
ル
ペ
ン
ク
ラ
ブ
（

）、
山
想
会
（

）、
鳥

24

25

27

取
山
の
会
（

）、
京
都
山
友
会
（

）、
東
京
登
攀
会
（

）
な
ど

29

30

36

で
あ
る
。

設
立
年
代
別
に
見
る
諸
相
と
そ
の
背
景

以
下
に
、【
表
3
】
に
現
れ
た
約
1
0
0
年
間
に
わ
た
る
わ
が
国
に

お
け
る
登
山
の
大
衆
化
の
状
況
と
特
徴
を
、
年
代
を
追
っ
て
考
察
し

た
の
で
記
し
て
み
た
い
。

各
年
代
の
末
尾
に
、
当
年
代
に
創
刊
さ
れ
た
登
山
関
係
の
雑
誌
を

併
記
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
登
山
の
大
衆
化
の
変
遷
状
況
が
推
察
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合 計

2305

264

明治 33～

378

264

0

1900～
合計

平成 2～

1990～
年代区分

昭和 45～

1970～

234

234

0

昭和 55～

1980～

2683

0職域団体

8一般団体

8

昭和 25～

1950～

332

323

9

昭和 35～

1960～

296

295

1

405

252

153

昭和 15～

1940～

341

323

18

262

211

51

大正 9～

1920～

498

354

144

昭和 5～

1930～

43

41

2

明治 43～

1910～

【表1】 発足した団体数の推移

図1 発足団体数の推移
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Ⅳその他

年代区分 1970～

昭和 45～

5474
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107

24

1980～

昭和 55～
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4Ⅰ山岳会山岳部

4Ⅱ山の会ハイキング

8

1950～

昭和 25～

ⅢALP・CC

95

332

72

156

1960～

昭和 35～

7057

296

117

78

217

405
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1940～

昭和 15～

341

67

163

4450

262

67

124

1920～

大正 9～

3727

498

96

272

1930～

昭和 5～

3833

43

14

21

1910～

明治 43～

【表2】 団体名区分ごとの発足数の推移

図2 名称区分の構成割合



で
き
る
。

1
8
0
0
年
代
か
ら
広
ま
っ
た
山
へ
の
興
味

近
代
登
山
の
夜
明
け

登
山
団
体
が
誕
生
し
た
の
は
今
か
ら
1
2
0
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
1
8
8
0
年
代
に
は
参
拝
講
が
多
数
発
生
し
て
お

り
、
こ
の
時
代
か
ら
旅
の
経
路
の
中
で
登
山
を
楽
し
む
愛
好
者
や
団

体
が
次
第
に
増
加
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

1
8
7
1
年
に
文
部
省
が
設
置
さ
れ
、

年
に
外
国
人
の
調
査
研

74

究
国
内
旅
行
を
許
可
、

年
に
体
操
伝
習
所
を
開
設
し
た
。

年
に

78

79

は
東
京
地
学
協
会
が
誕
生
し
、
東
京
植
物
学
会
な
ど
各
種
の
学
会
の

設
立
が
続
い
た
。
保
勝
会
の
結
成
が
日
光
保
晃
会
（

年
）、
京
都
保

79

勝
会
（

年
）
と
始
ま
っ
て
い
た
。

81
年
に
全
国
の
中
学
校
（
1
9
4
校
）
に
お
い
て
校
友
会
の
設
立

91
が
始
ま
っ
た
。

年
に
文
部
省
が
学
生
の
修
学
旅
行
を
奨
励
す
る
訓

92

令
を
発
し
て
、
学
生
登
山
の
は
じ
ま
り
と
見
ら
れ
る
修
学
旅
行
が
普

及
し
た
。

年
に
は
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』
が
発
行
さ
れ
て
風
景
に

94
対
す
る
人
気
が
広
ま
っ
た
よ
う
だ
。

年
の
古
社
寺
保
存
法
制
定
に

97

続
い
て
全
国
各
地
に
京
都
探
勝
会
（

年
）
な
ど
の
設
立
が
進
み
、

98

探
勝
旅
行
が
普
及
し
増
加
し
た
。

1
9
0
0
年
代
・
明
治
時
代
（
明
治

〜

年
）

33

42

国
を
挙
げ
て
の
近
代
化
や
西
洋
化
が
進
め
ら
れ
た
。

ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
期
で
あ
り
、
登
山
趣
味
の
世
界
は
「
旅
の
時
代
」

で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
代
は
の
ち
に
探
検
の

時
代
と
も
呼
ば
れ
た
。
教
師
な
ど
が
植
物
学
や
地
理
学
な
ど
の
調
査

や
観
測
の
目
的
で
行
な
う
登
山
が
次
第
に
広
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。

博
物
学
会
が
各
地
に
設
立
さ
れ
た
。

年
に
青
年
団
体
育
成
に
関
す
る
訓
令
が
出
さ
れ
て
、
青
年
団
活

05
動
が
活
発
化
し
て
、
地
域
青
年
団
の
山
岳
部
も
各
地
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

年
に
日
本
山
岳
会
の
前
身
で
あ
る
日
本
博
物
学
同

06

志
会
山
岳
会
が
結
成
さ
れ
た
。

新
聞
の
発
行
部
数
が
急
増
し
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。

「
山
日
記
」
に
掲
載
さ
れ
た
団
体
の
う
ち
で
設
立
が
最
も
早
い
団
体

は
、
日
本
旅
行
会
（

年
設
立
・
京
都
）
で
あ
っ
た
。

05

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌
は
、『
旅
行
案
内
』（

年
創
刊
）、『
探

03

検
世
界
』（

年
）。

06

1
9
1
0
年
代
(明
治

〜
大
正
8
年
)・
明
治
か
ら
大
正
時
代
へ

43

大
学
や
中
学
校
の
大
半
に
山
岳
部
が
設
立
さ
れ
た
。

年
に
始
ま
っ
た
第
1
次
世
界
大
戦
と
前
後
し
て
、
大
日
本
体
育

14
会
の
創
設
（

年
）
や
、
文
部
省
が
「
列
強
の
少
年
義
勇
団
」
を
発

11
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行
（

年
）
す
る
な
ど
、
国
の
近
代
化
施
策
や
体
育
の
奨
励
が
行
な

16

わ
れ
た
。

【
表
1
】
に
記
さ
れ
て
い
る
団
体
の
ほ
か
に
、
神
戸
な
ど
に
お
い
て

は
六
甲
山
へ
の
登
山
会
な
ど
の
地
域
団
体
が
多
発
し
て
い
る
。

年
に
一
高
山
岳
会
、
三
高
山
岳
会
な
ど
多
数
の
学
校
山
岳
部
も

13
発
足
し
た
。
社
会
人
の
登
山
団
体
も
学
生
団
体
と
同
様
に
会
報
を
発

行
し
て
い
た
。

ス
キ
ー
の
普
及
が
始
ま
り
、

年
に
関
温
泉
ス
キ
ー
場
が
開
業
し

17

た
。登

山
案
内
人
組
合
の
設
立
が
、
大
町
登
山
案
内
人
組
合
（

年
）、

17

常
念
口
案
内
人
組
合
（

年
）、
有
明
登
山
案
内
人
組
合
（

年
）、

18

18

白
馬
山
案
内
人
組
合
(
年
）
な
ど
と
続
き
、
槍
沢
小
屋
（

年
）
な

19

17

ど
を
は
じ
め
と
す
る
山
小
屋
の
開
業
が
続
い
た
。

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『キ
ャ
ム
ピ
ン
グ
』（

年
）。

17

1
9
2
0
年
代
・
大
正
か
ら
昭
和
へ
（
大
正
9
〜
昭
和
4
年
）

登
山
団
体
設
立
の
興
隆
期
で
あ
る
。
地
域
タ
イ
プ
の
団
体
設
立
が

増
加
し
始
め
、
登
山
の
大
衆
化
が
進
み
始
め
た
。【
表
1
】
の
よ
う
に

急
速
に
団
体
の
設
立
が
増
加
し
始
め
た
年
代
で
あ
る
。

北
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
山
小
屋
の
開
業
は

軒
に
達
し
た
。

12

年
に
、
登
山
団
体
の
結
合
体
と
し
て
東
京
旅
行
登
山
聯
盟
が
結

26

成
さ
れ
た
。

私
立
大
学
の
設
立
認
可
が
始
ま
り
、
そ
の
大
半
が
山
岳
部
を
設
立

す
る
時
代
と
な
っ
た
。
西
洋
ス
ポ
ー
ツ
が
輸
入
さ
れ
て
普
及
し
、
こ

の
年
代
に

種
目
の
競
技
ス
ポ
ー
ツ
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。

15

槇
有
恒
が
ア
イ
ガ
ー
東
山
稜
を
初
登
攀
し
て
帰
国
し
、
本
格
的
な

岩
と
氷
の
技
術
を
日
本
に
広
く
伝
え
た
。
ザ
イ
ル
を
使
用
す
る
岩
登

り
が
波
及
し
始
め
た
。
初
登
攀
な
ど
の
パ
イ
オ
ニ
ア
ワ
ー
ク
を
至
上

と
す
る
先
鋭
的
な
登
山
ス
タ
イ
ル
の
流
行
が
進
ん
だ
。
モ
ダ
ン
ア
ル

ピ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
。

こ
の
年
代
か
ら
職
域
団
体
（
職
場
団
体
）
の
設
立
が
増
加
し
た
。

国
の
政
策
と
し
て
全
国
体
育
デ
ー
の
新
設
な
ど
を
背
景
と
し
て
国

民
体
力
増
強
の
た
め
の
歩
行
運
動
が
広
め
ら
れ
た
影
響
で
あ
る
。
設

立
さ
れ
た
職
域
団
体
の
う
ち
の

％
以
上
の
団
体
が
「
山
岳
部
」
と

80

名
乗
っ
て
い
た
。
体
育
奨
励
の
た
め
の
歩
行
運
動
が
多
く
見
ら
れ
た

が
、
当
時
の
社
会
人
は
若
年
の
勤
労
者
が
多
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら

の
体
育
活
動
の
中
で
登
山
の
愛
好
者
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
も
、
登

山
の
大
衆
化
の
側
面
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

文
部
省
が
全
国
体
育
デ
ー
を
新
設
し
（

年
）、
明
治
神
宮
体
育
大

24

会
（
国
民
体
育
大
会
の
前
身
）
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
体
操
（

年
）
が

28

始
ま
っ
た
。

設
立
さ
れ
た
団
体
数
を
府
県
別
・
年
代
別
に
集
計
し
た
結
果
、
設

団体の設立に見る登山の大衆化
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九州アルプス研究会＜→九州山岳会＞、神戸ボテグツ徒歩会、神戸我楽多会、
神戸野歩路会、聖峰山岳会、探勝団ユコウ会、六華山岳会

1915
(大正 4)

やまゆき会、赤穂山岳会、北の峰山岳会、＊山下汽船暁天会

1925
(大正 14)

1916
蔵王高湯スキークラブ、浪花山岳会、＊新三菱重工神戸造船所登山部1917
懐親会、山形山岳研究会＜→山形山岳会＞、神戸鶏鳴徒歩会＜→鶏鳴徒歩
会＞、仙台スキー山岳部、大阪仙探会、日弘山岳会、日本婦人アルカウ会、
平穏山岳会

団 体 名

1918
(大正 7)

神戸タドラウ会、神戸山岳会、神戸天狗登山倶楽部、太平山岳会、大阪共行
会、探勝遊覧会、長狭青年会登山部、福山山岳会、霧の旅会、名古屋スキー
倶楽部林と野乃会、浪速探歩会、和楽路会＜→二豊山岳会＞、林田実業青年
団山岳部

1919
(大正 8)

＜ ＞内は名称変更を、＊印は職域団体を示す 団体名は新漢字に変更した
設立年

旭山登喜和会、岳友倶楽部、関東岳愛会、菊水毎日登山会、京都山旅倶楽部
山岳跋渉会、奨健歩行会、神戸アユモ会、神戸スキー倶楽部、神戸貿易青年
会蔵前山岳部、大阪タカツ倶楽部、大阪ミテコー登山スキー部、大阪探勝参

横浜アルカウ会、神戸岳友会、増富山岳会、大阪探勝登運歩会、東京YMCA
ハイキングクラブ、東京旅行会、日本検行会＜→京都山岳会＞、柳橋山岳会
＜→東京野歩路会＞、＊水路部山岳会

1920
(大正 9)

越中山岳会、丸亀スキー山岳クラブ、熊谷山岳会、芝浦スキー倶楽部、芝浦
山岳会、城南山岳会、神戸海栄登山会、扇港若葉会、大阪銀嶺山岳会、探勝
団婦人、ユコウ会、秩父山岳会、東京アルカウ会＜→東京アルコウ会＞、日
本サグロ会、北日本アルプス山岳会、和歌山和楽路会、ジャパンキャンプク
ラブ、テクリ会、＊伊藤忠山岳部、＊三越体育会山岳部、＊住友倶楽部徒歩
部、＊神戸市電気局運輸共和会修養部、＊神戸製鋼所鋼倶楽部登山部

1921
(大正 10)

神戸草鞋会＜→神戸徒歩会→関西徒歩会＞1910
信濃山岳研究会＜→信濃山岳会→日本山岳会信濃支部＞1911
六甲阪神倶楽部1912
山梨山岳会、信濃臼田山岳会1913
京都ワカバ会、日本アルカウ会1914

京都 SM会、薫臺山岳会、黒部保勝会、山戀倶楽部旅行部、神戸アノヤマ会、
神戸ヒヨコ登山会、神戸探勝会、神戸突破嶺会＜→神戸つくばね登山会＞、
神戸明輝徒歩会、石佛会、浅草テクロー会＜→浅草テクロー山岳会＞、大阪
アルコー会、大阪探勝ミユキ会、大沼保勝会、大和山岳会、東京登高会、東
京登山会、伏見山岳会、＊KE登山会、＊鐘紡京都支店山岳部、＊鐘紡兵庫山
岳会、＊泉友会登山部、＊東芝鶴見工場山岳部、＊日本銀行山岳会

1922
(大正 11)

会津山岳会、関西山岳会、高取早起登山会、阪神山岳会、小樽スキー倶楽部、
常陸山岳会、神戸ダイヤモンド登山会、神戸愛山協会、神戸旭山岳会、神戸
元五青年会登山部、神戸山岳コエロー会、摂津山岳会、大阪探駆倶楽部、大
阪探勝好加労会、大阪探勝遊行会、日本廻遊会、日本旅行協会、北海道山岳
会、旅の会、ジン平会、トライメート旅の会、＊岡谷鋼機山岳部、＊秋田県
体育協会山岳部、＊大阪税関山岳会

1923
(大正 12)

阿蘇スキー倶楽部、医王山岳会、関西山岳縦走会、関東山岳會会、甲斐山岳
会、山高鳳凰山会、神戸扶桑山岳会、其湛山岳会、大阪探勝蹴登走会、谷村
山岳スキー倶楽部、栃尾山岳会、白鳳会、姫路山岳研究会、抱石山岳会＜→
抱石会＞、鳳凰山会跋渉班、アルベストリアンクラブ、ルックサック倶楽部、
ロック・クライミング・クラブ

1924
(大正 13)

1905 蝦夷富士登山会、1905 日本旅行会、1906 大阪探勝わらぢ会、1906 大阪
津浦講、1906 日本博物学同志会山岳会（日本山岳会の前身）、1908 飛騨山岳
会、1909 日本山岳会（日本博物学同志会より独立）、1909 名古屋愛山会

1900～
1909

(明治 42)

【表3】 初期に設立された団体名一覧（1939 年まで）
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雲表社、岡山山岳会、久留米山岳会、軽井沢山岳会、荒稜山岳会、行人社山
岳部、在渓流会、三国町スキー倶楽部、山人倶楽部、山頂クラブ、山旅クラ
ブ（兵庫）、四国中央山岳会、糸魚川顕勝会山岳部、鹿児島山岳会、初狩山岳

1931
(昭和 6)

旭山岳会、雲峰会、崿嶺会、見附山岳会、山形スキークラブ、春日山岳会、
昭和マウントクラブ、新日本山岳研究会、神戸KCO倶楽部、神戸白馬登山
会、大阪登山会、東京雲峯会、東京山嶺会、東京青峯会、東京旅行クラブ、
東北旅行会、武蔵野山岳会、コーボルト会、ホワイトベヤー、＊K.C.O. 倶
楽部、＊古河電工日光山岳部、＊仙鉄スキー山岳部、＊大阪管見社登山部、
＊東京駅山岳部、＊日光製銅所体育会山岳部

1926
(昭和 1)

あざらし会、下野山岳会、護友会登山部、山交社、山想会、上毛山岳会、城
南山岳スキー会、親友会旅行部、赤毛布山岳会、雪線社＜→アルパインクラ
ブ雪線社＞、多摩山岳会、大一マイロー会、大牟田ありあけ山岳会、筑紫山
岳会、帝国山岳会、東京アマチュアスキー倶楽部、東京スキー山岳会、東京
みなかみ会、東京山の旅会、東京山路会、東京深川區青年団山岳会、日本登
山会、日本登山旅行協会、富良野山岳会雄鳳会、アマチュア山の旅会イムぺ
リアルマウントクラブ、サンシャイン旅行会、ラテルネ倶楽部、ベルグクレッ
テルフェライン、＊川崎重工登山部、＊京都第一銀行山岳会、＊札幌鉄道局
苗穂山岳部、＊三井三池染料山岳部、＊静水会山岳部、＊大阪市電春日出健
脚会、＊東京 ILY山岳部、＊日本交通公社スキー部

1927
(昭和 2)

のぼらん会＜→札幌山岳倶楽部＞、越後山岳会、塩山山岳会、黒石山岳会、
黒百合山岳会、若桜山岳会、上野青年団登山部、神戸ツキワ登山会、針葉樹
会、蔵王スキークラブ、大阪山岳倶楽部、大菩薩峠山彦会、大蓮華保勝会、
中津山岳会、津峠の会、登仙会、東京山彦山岳会、東京蝸牛会二葉山岳会、
白樺会、八王子山岳会、名古屋アマチュア・スキー倶楽部旅の趣味会、アイ
スアックスクラブ、＊三井鉱山山牛会、＊神戸市平野郷友会、＊台糖神戸修
養会、＊大阪大丸山岳部、＊直方車掌区山岳会

1928
(昭和 3)

あけび会、愛山同友会、旭旅好会、横浜徒歩徒歩会、岡山スキー山岳倶楽部、
渓谷会、戸畑山岳会、江東山岳会、高嶺社、札幌山岳倶楽部、山嶺会、小千
谷山岳会、湘南山岳スキー会、城南旅行登山会、神戸市平野青年団山岳部、
神戸登高会、泉神会登山部、大町山岳会、竹馬旅行会、鳥取山の会、吐芳会、
徒歩徒歩会、東京テクロー山岳会、東京めばえ山岳会、奈良みなかみ会、日
本探勝会、尾ゼの会、武蔵山岳会、豊崎山岳倶楽部、明峰山岳会、淀川山岳
会コマクサ倶楽部、ベルグカメラード、ユカウ会、＊アシナミ会、＊住友山
岳会北九州、＊松坂屋体育会山岳部、＊神戸中央電信局登山部、＊神戸鉄道
倶楽部山岳部、＊大日本麦酒山岳部、＊逓信山岳会、＊富士製鉄室蘭山岳ス
キー部

1929
(昭和 4)

アノ山会、おぎ駒倶楽部、雲之旅会、横浜山岳会、下関山岳会、岳樺山岳会、
関東アルペンスキー倶楽部、京都YMCA山岳部、京都山友会、禁酒あかつき
登山会、広島山岳会、高崎山岳会、桜門山岳会、山と渓の会、山と雪の会山
行会、山形龍岳会山人会、山之旅会山想倶楽部、上越国境山岳会、上田スキー
クラブ、神戸アマチュアースキー倶楽部、生岳倶楽部、盛岡山岳会、村岡山
岳スキー会、長崎アルカウ会、東京岳愛会、東京浅草山岳会、東京登山倶楽
部、東京登歩渓流会＜→登歩渓流会＞、南嶺会、日本登高会、日野春山岳会、
熱田スキー倶楽部、馬鬣くらぶ、白樺山岳会＜→白樺会＞、八幡山岳会、福
山山岳スキークラブ、峰友会、木曽山岳会、雷鳥クラブ、鈴鹿の会、煌峯山
岳会、ファガスクラブ、S.P.C. Schi Jobler、＊簡易保険局山岳部、＊丸善山
岳部、＊国鉄鷹取工場山岳部、＊三崎二青年団山岳部、＊住友山岳会、＊住
友山岳会京浜支部、＊上伊那町聯合山岳会、＊大阪鉄道局鷹取工場徒歩部、
＊第一銀行スキー部、＊鉄道局スキー山岳部、＊東京中央電信局岳樺山岳会、
＊日本ゴム福岡工場山岳部、＊日本放送協会山岳部、＊梅ヶ香青年団山岳部

1930
(昭和 5)

晴会土樽山岳会、東京暁山岳会、日本旅友会、忍町山岳会、白樺旅行会、米
沢山岳会北隈青年会登山部、嗜山会、圓野山嶺会、＊三菱足の会、＊若松駅
山岳部、＊水産スタノボイクラブ、＊東京市協山岳会、＊霧藻会
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井川山岳会、宇都宮山岳スキークラブ、宇都宮山岳会、朽綱山岳会、桐生曙
山岳会、慶応ベルグリヒト倶楽部、吾妻山岳会、甲府スキー倶楽部、高崎山
岳倶楽部、桜友山岳会、山人会（東京）山友会、小倉山岳会、小樽山友会、
庄内山岳会＜→鶴岡山岳会＞、神田旅行クラブ、秩父スキー倶楽部、盛岡魚
市場山岳会＜→盛岡山想会＞、都鳥山の会、東京朝霧山岳会、東京百足会、
破岳会日本山嶺倶楽部、白樺スキークラブ、富士見山岳会（東京）、福岡山の
会、麻布山岳会、門司キャンプクラブ、門司山岳会、龍野山岳会、鈴鹿山岳
会、マウントスキー倶楽部、Cross Country Club M.P.C 山岳会、SRC山岳
会、＊安川電機山岳部、＊沖電気体育会山岳部、＊魚市場山岳会、＊行雲会、
＊阪神ゴム山岳会、＊三井田川三交倶楽部山岳会、＊上沢六青年会登山部、
＊神戸堂金属商工組合登山部、＊水産アルパインクラブ、＊第一銀行山岳会、
＊島上町青年会登山部、＊東京鉄道局スキー山岳部、＊東洋火災山岳部、＊
福知山体育協会山岳部

1932
(昭和 7)

下越山岳会、加茂山岳会、熊本アルカウ会、高嶺朝紅会、佐渡山岳会、阪神
山旅クラブ、三峰会＜→三峰山岳会＞、山小屋倶楽部（埼玉）、山小屋倶楽部
（東京）、秋田湯沢山岳会、女子山岳会、奨健会ワンダーフォーゲル部、小鹿
野山岳会小出町山の会、小田原山岳会、信濃川スキー山岳部、秦野山岳会、
仙台山岳会待陵山岳会、大中山ノ友会、登歩趣味会、東京アマチュア山岳会、
東京山岳会峠の会、奈良山岳会、日本ハイキング倶楽部、柏崎山岳会、白銀
スキークラブ不知火山岳会、福知山山友会、豊前山岳会、北九州スキークラ
ブ、名古屋白樺スキー倶楽部山岳部、柳河山岳会、ESスキー倶楽部、ジャパ
ンビバークスキークラブ、＊こまくさ山岳会、＊戸畑岳友会、＊戸畑鋳物山
岳部、＊千代田山岳会、＊小樽貯金局共済会山岳部、＊千代田生命体育会山
岳部、＊大阪三品山岳倶楽部、＊東亜スキー山岳部、＊東京市電スキークラ
ブ、＊東京高圧山岳会、＊東洋高圧大牟田工業所山岳部、＊藤永田ハイキン
グ倶楽部、＊日本ダンロップゴム登山会、＊日本通運体育会山岳部

1933
(昭和 8)

アユミ会、かがりび山岳会、烏丘山人倶楽部＜→烏丘スキークラブ＞、関西
スキークラブ、阪急レクレーションクラブ山の会＜→阪神山の会＞、金港ア
マチュアー山岳会、渓岳会、甲府ワンドラー、香川ワンダーフォーゲルの会、
山と高原の会、山形渓岳会、山嶺アルピニスト倶楽部、志高会、紫峯会、酒
田山岳会、渋川岳想会、待陵山岳会、大阪中部山岳会、大乗登山会、東京山
叫倶楽部、東京山渓会、 藤原町山岳スキー会、日比谷山岳会、白壁山岳会、
肥前山岳会、美濃山岳会、姫路山岳会、武蔵野稜友倶楽部、別府山の会、問
屋街山岳会＜→東京辿路山岳会＞、やまびこ会、やまゆき会嶺同人、和田山
岳会、エーデルワイズ山岳会、チバ・シーハイルクラブ、ムサシノ・ランブ
リング・クラブ、K.M山行会、＊横浜ゴム山岳部、＊横浜市役所山岳部、＊
横浜税関山岳部、＊阪神急行電鉄山岳部、＊琴緒町青年団登山部、＊国産工
業山岳部、＊三井山岳会、＊城北青年団山岳部、＊小田急協和会山岳部、＊
神発登山部、＊杉並市役所山岳部、＊川崎航空機登山部、＊第百銀行山岳部、
＊東林山岳部、＊印刷局山岳会、＊南星山岳部、＊日本ゴムアルパインクラ
ブ、＊日本鋼管川崎工場山岳部、＊日立製作所戸畑工場山岳部、＊武田薬品
工業大阪山岳部

1934
(昭和 9)

保勝会、小樽アルペン倶楽部、小名木川山岳会、神戸山幸会、神戸山旅倶楽
部、須原山岳会瀬戸山岳スキー倶楽部、川崎山岳会、蘇友会、村松山岳会、
大阪リュックサック倶楽部、大阪旅行クラブ、大森山岳会、大分山岳会、田
川山岳会、東京YMCA山岳会、東京YWCA体育会山岳会、東京マウントス
キー倶楽部、東京山人倶楽部、東京山旅倶楽部、東京登山旅行会、栃尾アパ
ル会、南鳳会、日本女子山岳会、苗場山岳スキークラブ、福岡荒稜山岳会、
福岡山岳倶楽部、福岡山想会、羅臼山岳会、杣倶楽部、やまぢ会、ベルグ・
バルファルト・クラブ、JCC山岳会、＊京都大丸山岳部、＊山形県庁山岳会、
＊若松車掌区山岳部、＊鉄道省山岳部、＊仙台市役所山岳部、＊東京市電気
局旅行登山部、＊東京都庁体育会山岳部、＊東京市峯友会、＊東鉄スキー山
岳部、＊日本ゴム山岳部、＊日本漁網船具㈱山岳部、＊日本興業銀行山岳ハ
イキング部、＊門司鉄道局小倉工場山岳部
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井田山岳会、岳人社山岳会、九州登高会、古川山岳会、山声会、神戸キャム
ピングクラブ、双峰山岳会、大館山想会、探勝艶心会山岳部、竹田山岳会、
東京YACAスキー部、東京岳歩会、東京荒川山岳会、東京青幻山岳会、東京
登攀会、日本山岳写真研究会、白樺クラブ山岳部、飯塚山岳会、漫彩クラブ、
麗杉荘の会、六合村山岳会、岑嶺会、アカデミーマウンテン倶楽部、カメラ
ハイキングクラブコロンビア山岳会、サンソク会、ハイキングクラブあすな
ろ、＊横河電機山岳部、＊新潟鉄工山岳部、＊西日本鉄道登山部、＊石川島
造船所山岳部、＊東京質屋山岳部、＊日本製鉄八幡製鉄所山岳部、＊日本赤
十字病院山岳部

1936
(昭和 11)

関西山小屋倶楽部、暁山岳会（東京）、桑名山歩会、こまくさくらぶ、山渓会、
山紫会、山徒クラブ、神戸山小屋倶楽部、相模野会、大阪山小屋倶楽部、東
京晴嶺山岳会、東京峰友会、東京嶺山岳会、南海徒歩の会、日本登攀会、白
根山岳会、肥痩山岳倶楽部、美濃山小屋倶楽部、福岡スベロー会、福地山岳
会、嶺山岳会、偃松山岳会、＊安田銀行運動部山岳部、＊岩田屋山岳部、＊
三池染料山岳部、＊若松駅山岳部、＊新潟鉄道局山岳部、＊浅野セメントス
キー山岳部、＊中島飛行機山岳部、＊貯金局山岳会、＊東鉄やまをとこの会、
＊東武歩行会、＊日本鋼管富山工場山岳部、＊日電白樺会、＊日本車輛山岳
会、＊日立製作所安来工場山岳部、＊名古屋市役所体育会登山部

1937
(昭和 12)

安田山岳会、横須賀暁星山岳会、国民山岳会、札幌エゾヌプリ会、三武山岳
会山村民族の会、山沢朗好讃岳会、山踏会、昭和山岳会、静岡踏岳会、新居
浜スキー山岳倶楽部、東京登歩会、峠路ハイキンググループ、徳島雪稜会、
日本スキー山岳会、日本雪稜山岳会、日本沢渉研究会、名古屋ベルグロイテ
倶楽部、名古屋愛好山岳会、嶺渓会、アールベルグスキー研究会関西支部、
ハイキングペンクラブ、ミヤマ倶楽部、＊王子製紙山岳部、＊沖電気歩友会、
＊勧銀熊本支店山岳部、＊三重芝浦山岳会、＊秋木山岳部、＊仙台弁護士会
山楽部、＊専売局風光会、＊大蔵省山の会、＊大阪市職員クラブ登山部、＊
朝日新聞社山とスキー山岳部、＊東京貯金銀行山岳部、＊日本鋳造山岳部

1938
(昭和 13)

厩城歩行会、横須賀渓稜山岳会、横浜渓稜山岳会、横浜蝸牛山岳会、下関山
岳会徒歩部、雁ハイキンググループ、江東明朗山岳会、山の仲間、山踏倶楽
部小石川山岳会、聖山岳会、太平わらじ会、大阪山の会、中京山岳会、東雲
山岳会、東京雁山岳会、東京山の会、東京山行会、東京築地山岳会、東京白
樺山岳会、東京緑山岳会、米沢山の会、鵬翔山岳会、みのる山岳会、名古屋
山小屋倶楽部、緑山岳会、テク朗会、マウントロバーターグループ、G.M.C
山岳会、＊オリエンタル山岳会、＊マツダ親和会山岳部、＊愛知時計電機山
岳部、＊荏原製作所山の会、＊下関地方貯金局山岳部、＊海軍艦政本部・航
空本部体育会山岳部、＊呉羽紡績大町工場山岳部、＊札幌鉄道局工事部山岳
部、＊松下ラジオ工場山岳部、＊大隈興業上飯田工場山岳部、＊大阪市交通
局登山部、＊日本鋼管扇町工場山岳部、＊日本鋼管東京本社山岳部、＊日本
製鉄輪西製鉄所山岳スキー部

1939
(昭和 14)

旭川山岳会、奥高尾山岳会、岡崎山岳会、岳踏会、関西駒草山岳会、関東ハ
イキングクラブ、銀嶺スキークラブ、呉山岳会、高取登山會、高嶺会、山徒
倶楽部、山岳巡礼倶楽部、山口県ワンダーフォーゲル会、鹿児島アルカウ会、
小樽山岳スキー倶楽部、新鹿沢スキークラブ、水上山岳会、清流会、草津温
泉山岳会、足立アルパイン倶楽部、たちばな登山会、長崎山の会、東京高嶺
会、東京雪嶺会、東京美登里山岳会、東北山の会、日本山岳画協会、八王子
親歩会、片貝山岳会、北飛山岳会、またゝび会、名古屋山岳会、明朗漫歩会、
やまの会、野村山岳会、アルペンローゼタンネ山岳会、モルゲンロートコー
ル、＊横浜生絲検査所山岳部、＊王子区役所吏員会山岳部、＊九軌体育会山
岳部、＊国鉄信濃川工事事務所スキー山岳部、＊三省堂スキー山岳部、＊七
十七銀行山の会、＊昭和電工鹿瀬工場スキー山岳部、＊雪煙倶楽部、＊仙台
地方簡易保険局山岳会、＊川崎第百銀行スキー山岳部、＊第一銀行熊本支店
山岳部、＊鉄道教習所専門部山岳部、＊東京瓦斯山岳会、＊東京電力名古屋
支店山岳部、＊日本光学山岳部、＊日本郵船高嶺会、＊明治火災山岳部、＊
蕾山岳部

1935
(昭和 10)
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やまゆき会

設立年団 体 名

100 周年
記念誌

所在地記念誌の
周年区分

山刀
山岳
会報

90,
70,30,25
75,

☆
☆
―

会報・会誌名

○
○
―

その他の
周年誌

◎
◎
◎

収蔵図書館

明治 41
明治 42
大正 5

―
―
―
◎
―
―
―
―
―
―
―
◎
◎
―
―
―
―
―
―

JAC府県国立

大正 12
昭和 6
昭和 14
昭和 16
昭和 18
昭和 22
昭和 22
昭和 23
昭和 23
昭和 24
昭和 25
昭和 27
昭和 28
昭和 28
昭和 28
昭和 28
昭和 28
昭和 28
昭和 29

1923
1931
1939
1941
1943
1947
1947
1948
1948
1949
1950
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1954

大阪
鹿児島
東京
新潟
東京
静岡
三重
岩手
宮崎
山梨
東京
新潟
岩手
長崎
新潟
東京
秋田
東京
埼玉

関西山岳会
鹿児島山岳会
東京緑山岳会
秀峰山岳会
雲表倶楽部
清水山岳会
松坂山岳会
アトラス山岳会
宮崎山岳会
御坂山岳会
東京雲稜会
長岡ハイキングクラブ
釜石岳友会
佐世保山岳会
新潟峡彩山岳会
杉並ワンダーフォーゲル倶楽部
本荘山の会
玲峰グループ
大宮山岳会

60 周年
記念誌

北の峰山岳会
富良野山岳会
福岡山の会
中京山岳会

75 周年
記念誌

山形山岳
鶴見
山嶺
わらじ
岩つりがね草
会報
足跡
黒百合
稜線
BERNINA
会報
haken

60,
60,
50,

60,50

60,
60,50
60,50,40

60,

☆
―
―
―
―
☆
―
―
―
☆
―
―

○
○
―
○
○
○
○
○
―
―
○
―

◎
―
―
◎
◎
◎
◎
―
―
―
◎
―

大正 7
大正 8
大正 9
大正 13
昭和 8
昭和 13
昭和 15
昭和 15
昭和 21
昭和 23
昭和 23
昭和 24

1918
1919
1920
1924
1933
1938
1940
1940
1946
1948
1948
1949

山形
大分
東京
石川
神奈川
東京
長崎
福井
秋田
神奈川
石川
神奈川

山形山岳会
二豊山岳会
東京野歩路会
医王山岳会
秦野山岳会
昭和山岳会
長崎山岳会
福井山岳会
秋田山岳会
ベルニナ山岳会
金沢山岳会
横須賀山岳会

70 周年
記念誌

白峰
南岳
登攀
秀峰
雲表
岩棚
台高

山恋
御坂層
雲稜
山なかま

山なみ
岳神
渡り鳥
山旅
玲峰
おーみや

50,
30,

50,40
20,
30,15

50,
50,

40,
55,50,40
50,40
55,45,40

―
―
―
―
―
☆
―
―
―
☆
―
―
―
―
―
―
―
☆
―

○
―
―
○
―
―
○
○
○
―
―
○
○
○
○
―
―
―
―

―
―
☆
―
☆
―
―
―
☆
―
☆
―
☆
―

○
―
○
○
○
―
○
○
―
―
○
―
○
―

◎
◎
◎
◎
◎
―
―
―
―
◎
◎
◎
―
―

昭和 3
昭和 4
昭和 5
昭和 5
昭和 5
昭和 5
昭和 7
昭和 7
昭和 8
昭和 8
昭和 9
昭和 10
昭和 10
昭和 14

1928
1929
1930
1930
1930
1930
1932
1932
1933
1933
1934
1935
1935
1939

富山
東京
山口
岩手
神奈川
山梨
岩手
山形
東京
奈良
山梨
北海道
愛知
神奈川

大蓮華山保勝会
明峰山岳会
下関山岳会
盛岡山岳会
横浜山岳会
南嶺会
盛岡山想会
鶴岡山岳会
三峰山岳会
奈良山岳会
甲府ワンドラー
旭川山岳会
名古屋山岳会
横浜蝸牛山岳会

80 周年
記念誌

羆路
せふり
ベルグロイテ

60,50
50,40

―
―
☆
☆

○
○
○
―

―
◎
―
―

大正 5
昭和 2
昭和 7
昭和 14

1916
1927
1932
1939

北海道
北海道
福岡
愛知

1919
1920
1921
1922
1924

広島
京都
東京
兵庫
山梨

福山山岳会
京都山岳会
東京アルコウ会
神戸ヒヨコ登山会
白鳳会

90 周年
記念誌

らんたん75,70,60―――昭和 61931神奈川川崎山岳会85周年記念誌
会誌
明峯
稜線
雪やけ
山
南嶺
山懐
三角点
岩つばめ
山上
にひばり
会報
会報
かたつむり

70,50
60,50
70,60
50,
70,60,50
70,

70,50,40

70,60
70,50

70,50

はいまつ
京都山岳
山脈
ヒヨコ
白鳳

80,70,
80,70,60
65,
80,70,60
80,70,60

―
―
―
―
―

○
○
―
○
―

◎
◎
―
―
―

大正 8
大正 9
大正 10
大正 11
大正 13

【表4】 60 周年以上の記念誌を発行した団体



わ
が
国
の
登
山
文
化
の
復
活
で
あ

り
、
登
山
に
関
す
る
人
気
が
現
代
に

引
き
継
が
れ
た
。
山
地
が
多
い
わ
が

国
の
固
有
の
ス
ポ
ー
ツ
文
化
が
復
活

し
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

国
の
主
導
に
よ
る
職
場
レ
ク
レ
ー

シ
ョ
ン
の
啓
発
活
動
に
よ
っ
て
、
職

域
団
体
と
し
て
の「
山
岳
会
」と「
山

岳
部
」
の
設
立
が
増
加
し
た
。

新
制
大
学
制
度
が
始
ま
っ
た
。
全

都
道
府
県
に
国
立
大
学
が
設
置
さ

れ
、
私
立
大
学
が
増
設
さ
れ
る
な
ど

の
教
育
制
度
の
大
改
革
で
あ
り
、
正

式
科
目
で
体
育
実
技
が
初
め
て
必
修

化
さ
れ
た
（

年
）。
大
学
山
岳
部

48

の
活
動
の
復
活
が
始
ま
っ
た
。

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『岳

人
』（

年
）。

47
1
9
5
0
年
代
・
戦
後
の
経
済
復

興
期
（
昭
和

〜

年
）

25

34

戦
後
の
復
興
に
向
か
う
こ
の
年
代
は
、
登
山
団
体
が
目
覚
ま
し
い

増
加
を
見
せ
た
。
経
済
の
高
度
成
長
が
始
ま
り
、
青
少
年
育
成
運
動

に
よ
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
や
キ
ャ
ン
プ
も
盛
ん
に
な
っ
た
。

旅
行
と
ハ
イ
キ
ン
グ
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
。
設
立
数
の
う
ち
で
、

「
山
の
会
・
ハ
イ
キ
ン
グ
」
の
割
合
が
増
加
し
た
。
企
業
内
の
レ
ク

レ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
流
行
し
て
い
た
。

東
海
道
新
幹
線
の
開
通
、
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
、
マ
イ
カ
ー
ブ
ー
ム

な
ど
が
あ
り
、

年
に
は
ス
キ
ー
の
大
流
行
が
始
ま
っ
た
。

59

大
学
の
部
活
動
の
中
で
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
の
創
設
が
全
国

に
波
及
し
、
学
生
の
登
山
者
が
増
加
し
た
。
山
岳
部
に
入
ら
な
く
て

も
登
山
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
た
。
登
山
の
大
衆
化
の

一
面
で
あ
っ
た
。

上
越
線
に
清
水
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
、
上
越
登
山
が
ブ
ー
ム
と

な
っ
て
い
た
。

年
に
群
馬
県
警
谷
川
岳
警
備
隊
が
、

年
に
富
山

58

59

県
警
と
東
京
警
視
庁
に
山
岳
警
備
隊
が
設
置
さ
れ
た
。

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『新
ハ
イ
キ
ン
グ
』（

年
）、『
Ｈ
Ｉ

50

Ｋ
Ｅ
Ｒ
』（

）、『
ア
ル
プ
』（

）、『
岩
と
雪
』（

）。

56

58

58

1
9
6
0
年
代
（
昭
和

〜

年
）

35

44

社
会
人
の
登
山
団
体
は
、
前
年
代
と
ほ
ぼ
同
数
が
設
立
さ
れ
た
。

年
に
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
地
方
組
織
と

63

192

(注) 1. 周年区分ごとの団体名は、設立年順に記した。
2. 収蔵図書館の「国会」は国立国会図書館、「府県」は各団の体所在地の府県立図書館、「JAC」は日本山岳会図
書室、を示す。

―
―
―
―
◎
◎
◎
―

昭和 30
昭和 30
昭和 31
昭和 32
昭和 32
昭和 33
昭和 33
昭和 33

1955
1955
1956
1957
1957
1958
1958
1958

東京
東京
東京
静岡
東京
富山
大阪
福島

エーデルワイス・クラブ
どんぐり山の会
BUSH山の会
富士宮山岳会
わらじの仲間
黒部山岳会
大阪白樺山岳会
南会津山の会

Edelweiss
DONGURI
Bush
剣ヶ峰
わらじ

白樺
いろりばた

35,
50,
35,30
50,
50,40,25

50,
50,30,20

―
―
☆
―
☆
―
―
☆

―
―
―
―
○
―
―
○



し
て
の
勤
労
者
山
岳
会
（
地
域
団
体
）
の
設
立
が

年
か
ら

年
に

65

73

か
け
て
急
速
に
増
加
し
た
。
広
ま
っ
て
い
た
企
業
内
レ
ク
レ
ー
シ
ョ

ン
と
並
行
す
る
労
働
組
合
活
動
の
一
端
で
あ
っ
た
。

年
に
海
外
旅
行
が
自
由
化
さ
れ
、
登
山
家
た
ち
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登

64
山
が

年
頃
ま
で
流
行
し
た
。

85
若
者
の
登
山
離
れ
、
大
学
生
の
体
育
会
離
れ
、
の
現
象
が
現
れ
て

登
山
活
動
の
行
方
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
。

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『ス
キ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（

年
）。

66

1
9
7
0
年
代
（
昭
和

〜

年
）

45

54

年
に
は
高
度
経
済
成
長
が
終
息
し
た
。
団
塊
の
世
代
が
大
学
を

73
卒
業
し
て
社
会
人
と
な
っ
た
年
代
で
あ
る
。

設
立
さ
れ
た
団
体
数
は
幾
分
減
少
に
転
じ
て
い
る
が
、
こ
の
年
代

の
特
徴
と
し
て
の
「
山
の
会
・
ハ
イ
キ
ン
グ
」
団
体
の
設
立
割
合
の

急
増
は
、
社
会
の
価
値
観
の
変
化
を
思
わ
せ
る
。

年
に
ア
ル
パ
イ

71

ン
ガ
イ
ド
協
会
が
設
立
さ
れ
、
ツ
ア
ー
登
山
が
始
ま
っ
た
。

大
学
の
部
活
動
（
課
外
活
動
）
に
お
い
て
も
、
公
認
団
体
で
は
な

い
ア
ウ
ト
ド
ア
サ
ー
ク
ル
が
増
加
し
始
め
た
。
在
来
の
公
認
団
体
の

よ
う
に
一
定
の
種
目
と
活
動
内
容
を
伝
統
的
に
継
承
す
る
こ
と
を
嫌

い
、
活
動
内
容
や
目
的
も
未
定
の
ま
ま
、
希
望
が
あ
れ
ば
何
で
も
そ

の
都
度
や
り
ま
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
任
意
団
体
の
出
現
で
あ
る
。

登
山
の
部
活
動
も
ワ
ン
デ
イ
ハ
イ
ク
が
増
加
し
た
。

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『夏
山
Ｊ
Ｏ
Ｙ
』（

年
）、『
ア
ウ
ト

75

ド
ア
』（

）。
76

1
9
8
0
年
代
（
昭
和

〜
平
成
1
年
）
昭
和
か
ら
平
成
へ

55

ア
ウ
ト
ド
ア
・
レ
ジ
ャ
ー
が
人
気
化
し
た
。

こ
の
年
代
か
ら
は
団
体
名
称
「
そ
の
他
」
の
設
立
増
加
が
著
し
い
。

東
北
・
上
越
新
幹
線
が
開
通
し
た
。
募
集
タ
イ
プ
の
百
名
山
ツ
ア
ー

が
流
行
し
た
。
中
高
年
の
登
山
者
が
増
加
し
た
と
言
わ
れ
た
。

ツ
ア
ー
登
山
が
全
国
的
に
流
行
し
、
多
数
の
山
岳
ガ
イ
ド
団
体
の

設
立
が
見
ら
れ
た
。

年
に
わ
が
国
で
初
め
て
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ジ

89

ム
が
開
業
し
、日
本
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会
が
結
成
さ
れ
た
。

ス
キ
ー
人
口
が

年
か
ら
減
少
に
向
か
っ
た
。

89

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『Ｂ
Ｅ
-
Ｐ
Ａ
Ｌ
』（

年
）、『
ク
ラ

81

イ
ミ
ン
グ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（

）。
82

1
9
9
0
年
代
（
平
成
2
〜

年
）

11

こ
の
年
代
に
設
立
さ
れ
た
団
体
名
称
は
次
の
よ
う
な
順
位
を
示
し

て
い
た
。
山
の
会
が
ト
ッ
プ
で
あ
り
、
次
い
で
ハ
イ
キ
ン
グ
、
山
岳

会
、
ア
ル
パ
イ
ン
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
登
山
、
歩
行
・
徒
歩
、
の
順

で
あ
っ
た
。

団体の設立に見る登山の大衆化
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「
Ａ
Ｌ
Ｐ
・
Ｃ
Ｃ
」
の
う
ち
で
同
人
や
山
友
会
な
ど
と
同
人
タ
イ
プ

の
設
立
数
が
増
加
し
て
い
る
。

年
に
「
日
本
百
名
山
」
が
テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
人
気
を
呼
ん
だ
。

94
ツ
ア
ー
登
山
の
人
気
が
続
い
て
い
る
。
新
た
に
現
地
集
合
・
現
地
解

散
と
い
う
タ
イ
プ
の
ツ
ア
ー
登
山
が
出
現
し
始
め
た
。

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
や
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
と
名
乗

る
団
体
の
設
立
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
登

山
か
ら
分
化
し
て
競
技
ス
ポ
ー
ツ
と
な
り
、
こ
の
の
ち
に
2
0
2
1

年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
新
規
種
目
と
さ
れ
た
。

大
学
で
必
須
科
目
で
あ
っ
た
体
育
実
習
が
選
択
科
目
と
な
っ
た
。

＊
創
刊
さ
れ
た
山
の
雑
誌

『山
の
本
』（

年
）、『
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
＆

92

Ｓ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
』（

復
刊
）。

98

2
0
2
0
年
以
降

歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
の
割
合
が
約

％
に
達
し
た
。
反
面
で

65

29

若
年
者
が
組
織
へ
の
加
入
を
敬
遠
す
る
風
潮
が
強
ま
っ
て
お
り
、
組

織
の
維
持
継
続
に
苦
慮
す
る
団
体
が
多
く
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
見
ら

れ
る
。

登
山
の
大
衆
化
と
呼
ば
れ
、
団
体
数
や
加
入
者
数
が
増
加
を
続
け

た
。
日
本
の
登
山
文
化
は
一
段
落
の
時
期
を
迎
え
て
、
多
様
化
、
細

分
化
な
ど
新
し
い
局
面
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

2
0
1
7
年
に
、
日
本
山
岳
協
会
が
「
日
本
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会
」
と
改
称
し
て
、
国
内
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
競
技
会

を
統
括
し
て
い
る
。

周
年
記
念
誌
に
刻
ま
れ
た
日
本
登
山
史

周
年
以
上
の
周
年
記
念
誌
を
発
行
し
た
団
体
を
【
表
4
】
と
し

60
て
紹
介
す
る
。

す
で
に
1
0
0
周
年
記
念
誌
が
3
つ
の
団
体
か
ら
、

周
年
記
念

90

誌
が
5
つ
の
団
体
か
ら
発
行
さ
れ
て
お
り
、
登
山
の
歴
史
が
確
実
に

蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
記
録
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
資
料
と
な
っ

て
い
る
。

併
せ
て
、
周
年
記
念
誌
が
国
立
国
会
図
書
館
や
地
方
自
治
体
の
公

共
図
書
館
な
ど
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

周
年
記
念
誌
を
発
行
し
た
大
半
の
団
体
は
、
設
立
時
か
ら
会
報
や

会
誌
を
発
行
す
る
伝
統
を
継
続
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
営
み
が
消

え
る
こ
と
な
く
続
い
て
ゆ
く
こ
と
を
切
望
す
る
。

参
考
文
献

日
本
山
岳
会
「
全
国
登
山
団
体
一
覧
表
」『
山
日
記
』

1
9
3
2
年
号
〜
1
9
3
6
年
号

梓
書
房
、
1
9
3
7
年
号
〜
1
9
3

9
年
号

岩
波
書
店
、
1
9
4
0
年
号
〜
1
9
4
1
年
号
お
よ
び
1
9
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4
3
年
号
〜
1
9
5
5
年
号

三
省
堂

山
と
溪
谷
社
「
社
会
人
山
岳
会
一
覧
表
」『
山
と
溪
谷
』

1
9
9
8
年
3
月
号
（
東
日
本
編
）
同
年
4
月
号
（
西
日
本
編
）
同
年
5
月

号
（
中
部
日
本
編
）

松
丸
秀
夫
・
五
十
嶋
一
晃
「『
山
日
記
』
五
十
三
巻
の
足
跡
」『
日
本
山
岳
会

百
年
史
』﹇
本
編
﹈
日
本
山
岳
会

2
0
0
7
年

土
井
祥
子
「
わ
が
国
に
お
け
る
風
景
づ
く
り
の
実
践
の
歴
史
的
展
開
に
関

す
る
研
究
」
東
京
大
学
都
市
デ
ザ
イ
ン
研
究
室

2
0
0
3
年

高
澤
光
雄「
明
治
三
十
八
年
に
創
立
し
た
蝦
夷
富
士
登
山
会
」『
山
岳
文
化
』

第
6
号

日
本
山
岳
文
化
学
会

2
0
0
6
年

小
川
功
「
京
都
探
勝
会
等
に
見
る
旅
行
愛
好
団
体
の
生
成
と
限
界
」『
彦
根

論
叢
』
滋
賀
大
学

2
0
1
3
年

団体の設立に見る登山の大衆化
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信
州
の
｢教
育
文
化
財
」、
学
校
登
山
の
行
方

菊
地
俊
朗

全
国
で
た
だ
1
県
、
1
2
0
年
余
の
伝
統
と
、
ほ
ぼ
全
中
学
校
で

の
実
施
を
誇
っ
て
き
た
学
校
登
山
が
、
存
続
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ

て
い
る
。

年
ほ
ど
前
か
ら
じ
わ
じ
わ
と
中
断
や
、
定
番
の
1
泊
2

10

日
行
程
を
、
日
帰
り
の
軽
登
山
に
切
り
換
え
る
学
校
が
目
立
ち
始
め

た
と
こ
ろ
へ
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
流
行
で
、
昨
年
は
実
施
校
が
約

％
10

と
急
落
し
た
。
今
年
も
、
計
画
を
予
定
し
て
い
る
学
校
は

％
程
度

40

あ
る
が
、
コ
ロ
ナ
禍
が
過
ぎ
去
っ
て
も
旧
前
に
戻
れ
る
か
ど
う
か
。

学
校
登
山
の
来
歴
、
目
的
や
教
育
価
値
は
後
述
す
る
が
、
信
州
教

育
が
生
ん
だ
「
文
化
財
」
と
評
し
て
よ
い
だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
る
。

近
時
の
教
育
現
場
へ
の
事
情
や
保
護
者
の
姿
勢
に
も
関
わ
る
現
象

を
、
概
略
紹
介
す
る
。

信
州
教
育
の
模
索

明
治
政
府
が
国
民
皆
学
の
重
要
性
を
認
め
、
学
制
令
を
公
布
し
た

の
は
1
8
7
2
（
明
治
5
）
年
で
あ
る
。
当
初
の
小
学
校
は
7
歳
以

上
の
男
子
に
し
ぼ
り
、4
年
制
度
。
翌

年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、

73

就
学
率
は
全
国
平
均
で

％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

38

そ
の
中
で
長
野
県
（
信
州
）
の
就
学
率
は

％
。
全
国
で
突
出
し

63

て
1
位
。
明
治
後
期
に
か
け
て
、
女
子
の
受
け
入
れ
、
6
年
制
、
さ

ら
に
尋
常
小
に
2
年
間
の
高
等
科
の
新
設
、
中
学
校
や
高
等
女
学
校

（
中
学
）
の
普
及
が
進
ん
だ
が
、
少
な
く
と
も
明
治
期
は
、
長
野
の
就

学
率
は
各
分
野
で
上
位
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
以
下
の
よ

う
な
事
情
が
あ
る
。
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寺
小
屋
が
普
及
し
て
い
た
信
州

「
信
州
教
育
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
や
、〝
死
語
〞で
あ
る
。
学
制
令
を

公
布
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
教
え
る
先
生
が
そ
ろ
っ
て
い
た
わ
け
で

な
い
。
教
え
る
内
容
も
不
明
だ
。
校
舎
も
に
わ
か
に
建
築
で
き
な

い
。
各
県
で
教
員
養
成
所
、
師
範
学
校
の
設
置
が
進
め
ら
れ
た
が
、

数
年
程
度
で
整
う
話
で
は
な
い
。
国
定
の
教
科
書
の
使
用
が
始
ま
っ

た
の
は
1
9
0
1
（
明
治

）
年
か
ら
で
あ
る
。

34

開
学
し
た
当
初
の
小
学
校
校
舎
は
、
廃
仏
毀
釈
で
不
要
と
さ
れ
た

寺
院
や
、版
籍
奉
還
で
廃
城
と
な
っ
た
施
設
な
ど
が
利
用
さ
れ
た
が
、

信
州
で
は
7
5
8
校
に
の
ぼ
っ
た
。
し
か
も
、
人
口
は
ほ
ぼ
均
等
な

の
に
中
南
信
地
方
が
5
3
7
校
、
東
北
信
が
2
2
1
校
で
、
大
き
な

開
き
が
あ
っ
た
。

信
州
で
は
江
戸
中
期
以
降
、
寺
子
屋
の
普
及
が
広
ま
り
、
寛
政
年

間
（
1
7
8
9
〜
1
8
0
1
）
で
師
匠
が
6
0
0
0
人
を
超
え
て
い

た
、
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
教
え
る
内
容
は
、
実
業
向
き
の
読
み
、

書
き
、
ソ
ロ
バ
ン
が
主
で
、
学
制
が
求
め
る
西
洋
教
育
の
方
向
と
合

致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
当
座
し
の
ぎ
に
寺
小
屋
と
そ
の

師
匠
を
〝
代
用
〞
で
き
た
の
で
あ
る
。

中
南
信
の
な
か
で
も
、
後
述
す
る
が
高
遠
藩
領
だ
っ
た
上
伊
那
地

方
は
教
育
熱
が
高
く
、
寺
小
屋
は

ヶ
所
を
超
え
て
い
た
と
い
う
。

80

そ
の
一
人
、
旧
殿
島
村
（
現
・
伊
那
市
）
の
那
須
竜
州
は
、
1
8
7

6
（
明
治
9
）
年
、
門
弟

人
を
引
き
連
れ
、
西
駒
ヶ
岳
、
つ
ま
り

18

木
曽
駒
ヶ
岳
（
2
9
5
6
ｍ
）
に
登
っ
て
い
る
。

私
は
中
南
信
地
方
の
寺
小
屋
の
密
度
が
高
か
っ
た
の
は
、
京
都
と

江
戸
を
結
ん
だ
中
山
道
と
、
そ
れ
以
前
の
東
山
道
が
同
地
方
を
縦
断

し
て
い
た
経
過
が
、
か
な
り
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
て
い
る
。

明
治
〜
昭
和
初
中
期
の
著
名
作
家
・
島
崎
藤
村
は
、
中
山
道
木
曽

宿
の
西
端
、
馬
籠
宿
本
陣
に
生
ま
れ
た
。
父
親
ら
の
生
き
方
を

11綴
っ
た
大
作
『
夜
明
け
前
』
で
、
旅
人
の
往
来
を
通
じ
て
知
り
え
る

情
報
が
、
村
人
の
行
動
に
敏
感
に
反
映
し
て
い
る
様
子
を
伝
え
て
い

る
。
つ
ま
り
、
生
産
力
の
低
か
っ
た
山
国
信
州
で
は
、
知
識
の
活
用

に
生
計
の
道
を
頼
る
機
運
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
た
。
明
治
末
以
降
、

東
京
で
は
信
州
出
身
の
教
員
が
目
立
っ
た
。
2
0
1
9
年
、
小
学
校

校
舎
と
し
て
国
宝
に
初
指
定
さ
れ
た
松
本
市
の
開
智
小
の
模
倣
洋
式

校
舎
は
1
8
7
6
（
明
治
9
）
年
、
早
々
と
建
築
さ
れ
た
。
施
設
面

で
も
住
民
の
協
調
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。

博
物
見
分
と
体
育
の
合
体
授
業

こ
う
し
た
信
州
社
会
の
教
育
重
視
の
風
潮
が
根
付
い
て
い
た
と
は

い
え
、
に
わ
か
に
教
員
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
若
者
た
ち
は
、
授
業

の
進
め
方
に
つ
い
て
の
指
針
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
苦
心
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し
た
。
な
か
で
も
体
育
と
博
物
（
現
在
の
理
科
、
地
理
、
歴
史
な
ど

の
総
合
）
に
は
、
各
校
と
も
試
行
錯
誤
を
強
い
ら
れ
た
よ
う
だ
。

例
え
ば
体
育
授
業
に
は
、
明
治

年
代
か
ら
「
隊
列
行
進
」
が
取

10

り
入
れ
ら
れ
た
。
モ
デ
ル
は
歩
兵
訓
練
の
兵
式
体
操
。
隊
列
を
組
ん

で
学
校
近
く
の
神
社
仏
閣
、
河
原
な
ど
へ
行
進
、
休
憩
後
に
帰
校
す

る
。
こ
れ
が
の
ち
に
距
離
を
延
ば
し
て
「
遠
行
運
動
」
に
な
り
、
同

年
代
に
は
「
遠
足
」
と
し
て
定
着
し
た
。
山
国
信
州
で
は
、
そ
の

20目
的
地
を
守
屋
山
（
諏
訪
市
、
1
6
5
1
ｍ
）、
烏
帽
子
岳
（
上
田
市
、

2
0
6
6
ｍ
）
な
ど
里
山
に
す
る
学
校
も
出
て
き
た
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
は
、「
兎
狩
り
」
の
勢
子
、「
露
営
」、「
雪
中
行

軍
」
な
ど
、
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
博
物
は
対
象
が
広
過
ぎ
て
、
年
少
の
学
童
に
何
を
体
系
的

に
教
え
る
の
か
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
の
ち
に
生
物
や
地
理
な
ど
分

野
ご
と
に
細
分
化
し
て
、
試
験
の
合
格
者
に
教
員
免
許
を
出
す
よ
う

に
改
革
さ
れ
た
が
、
長
野
師
範
の
教
師
た
ち
の
間
で
は
、
遠
足
に
理

科
、
地
理
教
育
に
共
通
す
る
分
野
が
あ
る
と
み
て
、
両
者
を
合
体
し

て
取
り
組
む
方
策
を
検
討
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。

登
山
は
心
身
の
鍛
錬
に
向
い
て
い
る
。
苦
し
い
登
高
の
過
程
で
、

困
難
の
克
服
、
忍
耐
力
を
養
い
、
持
久
力
の
向
上
を
う
な
が
す
―
―

と
の
見
方
は
定
着
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
団
体
行
動
を
通
じ
て
の
助

け
合
い
、
思
い
や
り
の
心
の
養
成
に
も
な
る
。
登
り
な
が
ら
植
物
観

察
、
地
質
、
地
形
、
気
象
の
変
化
な
ど
も
体
験
で
き
る
。

長
野
師
範
で
は
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
重
視
の
教
育
を
「
直
観

教
授
」
と
呼
び
、
明
治

年
代
か
ら
師
範
生
に
指
導
を
始
め
て
い
た
。

10

先
駆
の
教
師
た
ち

渡
辺
敏は
や
し（

1
8
4
7
〜
1
9
3
0
）
は
福
島
県
の
二
本
松
藩
士
の

家
系
の
生
ま
れ
。

歳
の
明
治
元
年
、
藩
士
と
し
て
戊
辰
戦
争
に
従

20

軍
し
た
経
歴
も
あ
る
。

が
、
同
5
年
の
学
制
令
に
よ
り
発
足
し
た
東
京
師
範
学
校
に
入
学

し
、
同
8
年
の
卒
業
と
と
も
に
長
野
県
の
仁
科
小
学
校
（
現
・
大
町

市
西
小
学
校
）
に
雇
わ
れ
て
訓
導
と
し
て
赴
任
し
た
。
当
時
、
仁
科

小
は
大
町
、
北
安
曇
地
方
の
中
核
的
存
在
。
赴
任
の
際
、
バ
イ
オ
リ

ン
を
持
参
し
、
音
楽
に
合
わ
せ
て
学
童
に
体
操
を
さ
せ
た
り
、
野
外

教
育
を
重
視
し
、
動
植
物
な
ど
の
自
然
観
察
に
力
を
入
れ
、
た
ち
ま

ち
注
目
の
教
師
に
な
り

歳
前
後
に
校
長
に
就
任
し
た
。

30

渡
辺
の
仁
科
小
在
任
は

年
間
だ
っ
た
が
、そ
の
間
の
明
治

年
、

10

16

北
安
曇
郡
長
だ
っ
た
窪
田
畔
夫
（
1
8
3
8
〜
1
9
2
1
）
と
明
治

年
、
白
馬
岳
に
登
山
、
翌
年
に
は
「
裏
銀
座
コ
ー
ス
」
烏
帽
子
〜

16鷲
羽
岳
一
帯
を
縦
走
し
て
い
る
。
英
人
牧
師
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
北
ア
ル

プ
ス
に
姿
を
見
せ
る

年
近
く
前
の
こ
と
で
あ
る
。

10

信州の｢教育文化財」、学校登山の行方
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一
時
、家
の
都
合
で
福
島
へ
戻
っ
た
が
、信
州
と
合
い
性
が
良
か
っ

た
の
か
、
1
年
後
に
は
長
野
小
学
校
長
と
し
て
呼
び
戻
さ
れ
た
。

女
生
徒
登
山
の
奨
励

長
野
県
の
中
学
校
は
明
治
9
年
、
松
本
深
志
高
校
の
前
身
、
松
本

中
学
校
を
核
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
男
子
校
で
、

同

年
に
長
野
女
子
高
女
（
現
・
長
野
西
高
）
が
開
校
さ
れ
る
ま
で

29
は
、
松
本
女
子
師
範
が
長
野
師
範
の
女
子
部
と
し
て
併
設
さ
れ
て
い

た
も
の
の
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
渡
辺
は
長
野
小
校
長
の
職
籍
で
、

女
子
中
学
校
の
必
要
を
訴
え
続
け
、
実
現
し
た
後
は
長
野
高
女
の
校

長
も
兼
務
し
、
定
年
退
職
す
る
ま
で
の

年
間
、
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

20

長
野
西
高
の
玄
関
正
面
に
は
、渡
辺
敏
の
等
身
大
の
立
像
が
あ
る
。

開
学
者
と
し
て
の
顕
彰
で
も
あ
る
が
、
女
生
徒
が
健
全
な
子
ど
も
を

育
て
る
に
は
健
全
な
心
身
養
成
が
必
要
と
の
信
念
に
基
づ
き
、
女
生

徒
に
も
登
山
教
育
の
実
践
を
図
っ
た
経
緯
も
勘
案
さ
れ
て
い
る
。
渡

辺
は
明
治

年
か
ら
毎
年
、
長
野
高
女
生
に
筒
袖
の
着
物
に
細
工
し

35

た
袴
を
着
用
さ
せ
、
ワ
ラ
ジ
、
白
鉢
巻
の
出
で
立
ち
で
戸
隠
山
や
飯

縄
山
登
山
を
実
行
さ
せ
た
。

さ
ら
に
同

年
か
ら
は
、
夏
休
み
に
有
志
の
女
生
徒
を
1
週
間
ほ

39

ど
の
日
程
で
、東
京
周
辺
の
見
学
を
兼
ね
て
富
士
山
登
山
を
実
施
し
、

全
国
的
に
話
題
を
集
め
た
。
2
校
目
に
開
校
し
た
松
本
高
女
も
、
同

年
か
ら
富
士
登
山
を
始
め
た
。

40
学
校
登
山
の
定
着
は
長
野
師
範
の
功
績

渡
辺
の
実
績
と
は
別
に
、
信
州
の
学
校
登
山
を
定
着
さ
せ
た
の
は

長
野
師
範
関
係
者
の
尽
力
が
大
き
い
。
そ
の
原
点
に
な
っ
た
の
は
明

治

年
か
ら
4
年
間
、
初
代
専
任
校
長
と
し
て
欧
米
の
新
教
育
を
持

15
ち
込
ん
だ
能
勢
栄
（
1
8
5
2
〜
1
8
9
2
）
だ
っ
た
。

能
勢
は
江
戸
の
幕
臣
だ
っ
た
が
、
明
治
維
新
後
、
渡
米
し
て
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク
大
学
を
卒
業
、
帰
国
後
は
教
育
者
と
し
て
学
習
院
教
授

だ
っ
た

歳
時
、
長
野
師
範
に
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
。
校
長
の
能
勢
が

31

重
視
し
た
の
は
理
科
教
育
指
導
者
の
育
成
だ
っ
た
。
呼
応
し
て
師
範

生
の
間
で
は
博
物
学
研
究
の
機
運
も
高
ま
り
、
ま
ず
は
上
伊
那
中
箕

輪
小
の
校
長
と
し
て
、
同

年
、
高
等
科
2
年
生
の
学
校
登
山
を
始

32

め
た
唐
沢
貞
次
郎
を
送
り
出
し
た
。
次
い
で
昭
和
前
期
ま
で
信
州
の

登
山
界
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
続
け
た
矢
沢
米
三
郎
（
1
8
6
8
〜
1

9
4
2
）、
河
野
齢
蔵
（
1
8
6
5
〜
1
9
3
9
）
の
名
コ
ン
ビ
の
誕

生
に
つ
な
げ
た
。

卒
業
後
、
矢
沢
は
昆
虫
、
河
野
は
植
物
生
態
の
分
野
を
選
び
、
調

査
研
究
を
続
け
、
い
ち
早
く
明
治

年
、
渡
辺
ら
を
交
え
て
「
長
野

26

博
物
学
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
こ
の
会
は
矢
沢
が
東
京
高
等
師
範
に

進
学
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
時
、
休
会
状
態
に
な
っ
た
が
、
矢
沢
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の
帰
郷
後
、
会
長
矢
沢
、
副
会
長
河
野
の
体
制
で
活
発
に
動
き
出
す
。

な
か
で
も
白
馬
岳
を
中
心
に
し
た
河
野
の
高
山
植
物
調
査
は
、
幾

つ
か
の
新
種
発
見
や
見
事
な
花
畑
の
紹
介
で
、
一
躍
注
目
さ
れ
る
山

に
な
っ
た
。東
京
か
ら
は
日
本
山
岳
会
創
設
メ
ン
バ
ー
の
植
物
学
者
･

武
田
久
吉
ら
が
、
長
期
間
調
査
に
従
事
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

河
野
は
試
験
で
師
範
の
博
物
学
教
師
資
格
を
認
定
さ
れ
る
な
ど
、
写

真
撮
影
、
模
写
、
製
図
な
ど
の
技
術
を
独
学
で
習
得
し
、
信
州
の
史

跡
、
名
勝
、
記
念
物
調
査
員
に
も
指
名
さ
れ
、
皇
室
関
係
者
の
ガ
イ

ド
も
晩
年
に
至
る
ま
で
用
命
さ
れ
た
。
各
地
の
学
校
に
教
材
と
し
て

造
ら
れ
た
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
は
、河
野
の
設
計
に
よ
る
も
の
が
多
い
。

矢
沢
に
は
長
野
師
範
の
女
子
部
を
明
治

年
、
松
本
女
子
師
範
と

38

し
て
分
離
、
独
立
さ
せ
た
功
績
が
あ
る
。
校
長
は
矢
沢
、
そ
し
て
教

頭
に
は
上
伊
那
農
校
長
だ
っ
た
河
野
を
呼
び
寄
せ
た
。
む
ろ
ん
、
女

子
教
員
養
成
の
過
程
で
登
山
を
実
施
、
河
野
の
女
師
範
生
の
白
馬
岳

登
山
な
ど
の
写
真
は
、
今
で
も
使
わ
れ
る
。

矢
沢
、
河
野
コ
ン
ビ
は
、
明
治
期
、
信
濃
山
岳
研
究
会
の
設
立
を

経
て
大
正
8
年
、
信
濃
山
岳
会
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
い
ず

れ
も
正
、
副
会
長
は
こ
の
2
人
だ
っ
た
。

｢聖
職
の
碑
」、
西
駒
ヶ
岳
の
遭
難

西
駒
ヶ
岳
（
2
9
5
6
ｍ
）
で
大
正
2
（
1
9
1
3
）
年
8
月
26

日
、
地
元
の
中
箕
輪
小
（
現
・
上
伊
那
郡
箕
輪
町
）
高
等
科
2
年
生

（
現
中
学
2
年
）
9
人
と
、
引
率
の
校
長
、
Ｏ
Ｂ
の
2
人
が
死
亡
し
た

学
校
登
山
で
の
大
遭
難
は
、
作
家
・
新
田
次
郎
の
『
聖
職
の
碑
い
し
ぶ
み』
で

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
田
の
著
作
は
大
筋
は
た
ど
っ
て
い
る
も
の
の
あ
く
ま
で
小
説

で
、
直
後
の
長
野
県
当
局
の
調
査
な
ど
と
相
違
点
が
あ
る
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
遭
難
が
教
育
界
に
巻
き
起
こ
し
た
反
応
は
大
き
く
、
以
後
、

学
校
登
山
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
注
：
上
伊
那
地
方
で
は
甲
斐
駒
ヶ
岳
を
東
駒
、
木
曽
駒
ヶ
岳
を
西
駒

と
呼
ん
で
い
る
）。

遭
難
の
概
要

中
箕
輪
高
小
か
ら
、
将
棊
頭
山
（
2
7
3
6
ｍ
）
経
由
で
西
駒
ヶ

岳
へ
至
る
北
側
か
ら
の
登
山
口
、
内
ノ
萱
ま
で
は

㎞
以
上
あ
る
。

10

一
行
は
午
前
9
時
ご
ろ
か
ら
登
り
出
し
て
い
る
の
で
、
バ
ス
な
ど
の

な
い
時
代
、
午
前
5
時
ご
ろ
学
校
を
出
発
し
た
の
だ
ろ
う
。

参
加
者
は
生
徒

人
、

歳
の
赤
羽
長
重
校
長
ら
教
師
3
人
、
Ｏ

25

41

Ｂ
9
人
の
計

人
。
午
後
3
時
ご
ろ
将
棊
頭
山
ま
で
登
り
、休
憩
後
、

42
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宿
泊
予
定
の
頂
上
ま
で
1
時
間
ほ
ど
手
前
に
あ
る
伊
那
小
屋
へ
同
6

時
ご
ろ
着
い
た
。

小
屋
と
い
っ
て
も
当
時
は
、
四
囲
を
石
積
み
で
囲
っ
て
あ
る
だ
け

で
屋
根
は
な
い
。
標
高
2
5
0
0
ｍ
前
後
か
ら
上
部
は
屋
根
板
に
使

え
る
大
木
は
自
生
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
利
用
者
は
、
周
辺
の
ハ
イ

マ
ツ
や
持
参
し
た
着
ゴ
ザ
で
天
井
部
を
覆
う
の
が
通
例
だ
っ
た

（
注
：『
聖
職
の
碑
』
で
は
屋
根
は
前
の
利
用
者
が
燃
や
し
て
し
ま
っ

て
い
た
、
と
解
説
）。

一
行
が
夕
食
を
取
り
終
わ
っ
た
頃
か
ら
風
雨
が
強
ま
り
、
に
わ
か

屋
根
は
た
ち
ま
ち
破
れ
、
雨
も
り
で
全
員
が
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
た
。

台
風
の
襲
来
だ
っ
た
。

赤
羽
校
長
は
上
部
の
木
曽
小
屋
へ
避
難
を
考
え
、
教
師
を
偵
察
に

出
し
た
が
、
闇
と
風
雨
で
ル
ー
ト
が
わ
か
ら
ず
、
対
処
に
窮
し
て
い

る
う
ち
に
生
徒
1
人
が
凍
死
。
や
む
な
く
教
師
1
人
を
地
元
へ
救
助

依
頼
に
向
か
わ
せ
る
一
方
、翌
早
朝
か
ら
下
山
を
始
め
た
。
し
か
し
、

荒
天
と
生
徒
の
体
力
差
で
隊
列
は
す
ぐ
に
散
り
散
り
に
な
っ
た
。
赤

羽
校
長
は
最
後
尾
で
、
弱
っ
た
生
徒
を
抱
え
、
背
負
い
な
が
ら
下
っ

た
が
、
途
中
で
力
尽
き
た
。

日
午
後
か
ら
救
助
依
頼
を
受
け
た
入
山
口
の
内
ノ
萱
、
天
狗
の

27
集
落
は
、
住
民
を
緊
急
動
員
し
て
3
日
間
ほ
ど
救
助
活
動
に
あ
た
っ

た
が
、
最
終
的
に
赤
羽
校
長
、
生
徒
9
人
、
Ｏ
Ｂ
1
人
の
犠
牲
者
を

出
す
結
果
に
な
っ
た
（
ほ
か
に
負
傷
者
、
後
日
発
見
者
も
あ
り
）。

遭
難
結
果
へ
の
受
け
止
め

直
後
の
信
濃
毎
日
新
聞
に
目
を
通
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
に

見
当
た
る
。

▼
県
学
務
課
長

登
山
は
教
育
上
の
価
値
が
あ
る
。
父
兄
に
は
気
の

毒
だ
が
、
今
回
は
全
く
の
天
災
で
い
た
し
方
な
い
。
天
気
予
報
も
確

知
で
き
な
か
っ
た
。
赤
羽
校
長
に
は
と
が
め
る
べ
き
点
は
な
い
。

▼
某
同
課
僚

富
士
山
の
よ
う
に
（
山
小
屋
）
設
備
の
あ
る
と
こ
ろ

は
と
も
か
く
、
8
0
0
0
尺
（
約
2
6
0
0
ｍ
）
の
高
山
で
露
営
登

山
は
危
険
だ
。
高
小
生
を
対
象
に
し
た
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
誤
り
。

県
の
担
当
課
の
な
か
で
さ
え
見
方
が
割
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
が
、
新
聞
論
調
も
「
登
山
の
気
風
を
減
じ
て
は
な
ら
ぬ
」「
冒
険

思
想
に
打
撃
を
与
え
る
懸
念
が
心
配
」
と
す
る
擁
護
派
と
、「
身
体
の

十
分
発
達
し
て
い
な
い
高
小
生
ら
に
、程
度
を
超
え
た
登
山
は
暴
挙
」

と
す
る
批
判
派
に
二
分
し
た
。

た
だ
し
、
民
間
の
著
名
岳
人
の
間
で
は
「
露
営
の
予
定
な
の
に
人

夫
（
兼
案
内
人
）
を
1
人
も
付
け
な
か
っ
た
と
聞
く
。
山
で
の
炊
事
、

焚
き
火
な
ど
に
少
年
は
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
位
、
わ
き
ま
え
て
い
な

か
っ
た
の
か
」（
百
瀬
慎
太
郎
）、「（
食
料
、
寒
気
対
策
な
ど
細
か
く

注
意
事
項
を
並
べ
た
う
え
で
）
さ
ほ
ど
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
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露
営
は
で
き
る
だ
け
避
け
て
小
屋
利
用
を
す
す
め
る
」（
河
野
齢
蔵
）

と
、
擁
護
に
軸
足
。
い
ず
れ
も
学
校
登
山
自
体
を
否
定
す
る
見
解
は

う
か
が
え
な
い
。

県
か
ら
調
査
に
派
遣
さ
れ
た
視
学
は
、
関
係
者
か
ら
4
日
間
の
聴

取
を
行
な
っ
て
文
部
省
に
報
告
す
る
復
命
書
を
作
成
し
た
。
私
は
そ

れ
を
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
遭
難
の
研
究
者
ら
の
論
文
か

ら
判
断
す
る
と
、
①
予
想
外
の
猛
烈
な
台
風
だ
っ
た

②
露
営
の
学

校
登
山
は
、
当
時
、
一
般
的
風
潮

③
赤
羽
校
長
は
事
前
に
詳
細
な

計
画
を
練
り
上
げ
、
準
備
、
注
意
を
怠
っ
た
わ
け
で
は
な
い

④
校

長
は
死
を
賭
し
て
生
徒
の
救
命
に
当
た
っ
た
、
な
ど
が
骨
子
と
み
ら

れ
る
。

県
の
最
終
判
定
は
、
赤
羽
校
長
の
責
任
は
問
わ
ず
殉
職
扱
い
。
中

箕
輪
村
は
村
葬
を
行
な
っ
た
。

し
っ
か
り
し
た
山
小
屋
を

河
野
ら
の
主
張
も
あ
っ
た
が
、
教
育
界
、
地
元
、
世
論
の
〝
結
論
〞

は
、「
し
っ
か
り
し
た
山
小
屋
さ
え
あ
れ
ば
、
防
げ
た
遭
難
で
は
な
い

か
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

遭
難
1
ヶ
月
後
、
登
山
口
の
内
ノ
萱
、
天
狗
両
集
落
の
住
民

人
14

は
連
名
で
「
登
山
道
の
改
修
と
山
小
屋
建
設
は
自
分
た
ち
の
責
任
」

と
す
る
建
設
趣
意
書
を
周
辺
町
村
や
教
育
関
係
者
に
提
出
し
、
募
金

を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
。

こ
れ
に
伊
那
谷
の
人
々
や
「
遭
難
記
念
碑
」
の
建
設
を
発
表
し
た

上
伊
那
教
育
会
、
信
州
一
円
の
教
育
関
係
者
が
呼
応
し
た
。
建
設
資

金
は
短
期
間
に
予
定
額
を
超
え
、
3
万
余
人
か
ら
8
0
0
円
以
上
集

ま
っ
た
。
住
民
は
総
出
で
労
力
奉
仕
を
し
て
、
翌
大
正
3
年
夏
に
は

将
棊
頭
山
の
上
部
5
0
0
ｍ
に
あ
る
巨
大
な
自
然
石
を
利
用
し
て
、

「
遭
難
記
念
碑
」と
彫
り
込
ん
だ
。
あ
え
て「
記
念
碑
」と
し
た
の
は
、

深
く
記
憶
に
留
め
、
将
来
へ
の
戒
め
と
す
る
考
え
か
ら
だ
っ
た
。

山
小
屋
造
り
は
、水
場
が
近
く
に
あ
る
将
棊
頭
山
直
下
が
選
ば
れ
、

翌
々
年
の
夏
に
完
成
し
た
。
平
屋
で
間
口
2
・
5
間
（
7
・
5
ｍ
）、

奥
行
5
間
（

ｍ
）
の
石
室
。
1
ｍ
余
の
中
央
の
通
路
を
は
さ
み
、

15

両
側
は
休
み
場
。
屋
根
は
運
び
上
げ
た
厚
い
板
を
重
ね
、
そ
の
後
ト

タ
ン
を
か
ぶ
せ
た
。

信
州
の
山
で
は
、
登
山
者
の
増
加
に
と
も
な
い
、
大
正
8
年
か
ら
、

県
が
白
馬
、
大
天
井
、
赤
岳
な
ど

ヶ
所
に
、
河
野
ら
が
設
計
し
た

10

石
室
を
造
り
始
め
た
が
、
現
在
、
な
ん
と
か
形
を
留
め
て
い
る
の
は

志
賀
の
岩
菅
山
の
み
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
将
棊
頭
山
の
「
西
駒
山
荘
」

は
現
役
の
ま
ま
。
2
0
1
6
年
に
は
、
国
か
ら
登
録
有
形
文
化
財
の

指
定
を
受
け
た
。〝
割
り
石
名
人
〞
が
、
近
く
で
切
り
出
し
た
花
崗
岩

を
厚
さ

㎝
×
横

㎝
×
縦

㎝
ほ
ど
に
約
2
0
0
個
そ
ろ
え
、
安

20

50

30

定
し
た
石
積
み
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
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信
州
の
学
校
登
山
は
、
西
駒
遭
難
後
、
一
時
的
に
「
夜
間
登
山
」

が
流
行
し
た
。
出
発
を
夜
半
の
2
時
、
3
時
に
し
て
、
山
中
で
天
気

が
崩
れ
た
場
合
引
き
返
す
余
裕
を
生
み
出
す
試
み
だ
っ
た
。
し
か

し
、「
夜
間
で
は
観
察
で
き
な
い
」「
強
行
軍
に
な
る
」
な
ど
の
批
判

か
ら
、
程
な
く
取
り
や
め
に
な
っ
た
。

西
駒
登
山
に
集
中
す
る
上
伊
那
の
高
小
の
間
で
は
、
各
校
教
師
の

下
見
実
施
と
、
そ
の
情
報
を
上
伊
那
教
育
会
に
報
告
し
、
総
合
判
断

の
う
え
各
校
に
通
知
す
る
方
式
が
定
着
し
た
。
こ
れ
は
現
中
学
校
に

も
伝
承
さ
れ
、
市
町
村
ご
と
に
学
校
登
山
用
を
想
定
し
て
建
て
た
山

小
屋
の
整
備
も
あ
っ
て
、
大
き
な
遭
難
は
発
生
し
て
い
な
い
。

学
校
登
山
の
隆
盛
と
変
質

信
州
の
学
校
登
山
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
経
過
と
試
行
錯
誤
を
重

ね
て
発
展
し
て
き
た
が
、
全
県
下
の
小
・
中
学
校
で
全
面
的
に
定
着

す
る
に
至
っ
た
の
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
教
科
書
や
戦
中
、
戦
後
の

時
局
と
の
関
わ
り
も
大
き
く
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。

国
語
読
本
と
初
等
科
国
語
の
白
馬
岳
と
燕
岳

私
は
、
日
本
が
第
2
次
世
界
大
戦
の
無
条
件
降
伏
を
受
け
入
れ
た

と
き
、
国
民
学
校
5
年
生
だ
っ
た
。
夏
休
み
が
明
け
て
登
校
し
、
授

業
で
真
っ
先
に
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
国
語
の
教
科
書
の
先
生
が
指
示

す
る
箇
所
を
墨
で
塗
る
こ
と
だ
っ
た
。
塗
っ
て
も
活
字
は
浮
き
上

が
っ
て
、
読
め
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。

そ
の
教
科
書
に
は「
十
三

燕
岳
に
登
る
」が
あ
っ
た
。〈「
出
発
」。

山
田
先
生
の
声
が
中
房
温
泉
の
庭
に
勇
ま
し
く
響
き
渡
っ
た
。
午
前

七
時
で
あ
る
〉
に
始
ま
る
一
文
は

ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
が
、
今
で
も
こ

17

の
一
文
を
覚
え
て
い
る
の
は
、
黒
塗
り
の
対
象
外
だ
っ
た
か
ら
と
思

え
る
。
一
文
は
戦
争
礼
賛
と
は
関
係
な
い
。
戦
後
の
教
科
書
に
も
採

用
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

登
山
の
奨
励
文
は
も
う
一
点
、
大
正
7
年
か
ら
発
刊
さ
れ
た
『
国

語
読
本
』
の
6
年
生
用
に
「
白
馬
岳
」
が
あ
る
。

〈雪
渓
は
谷
を
埋
め
た
雪
の
坂
で
、
ふ
も
と
の
村
か
ら
三
里
ば
か

り
登
っ
た
所
か
ら
始
ま
っ
て
、
頂
上
近
く
ま
で
続
い
ゐ
ま
す
。
幅
は

二
、
三
町
で
、
長
さ
は
一
里
近
く
…
…
〉、〈
お
花
畑
は
雪
渓
を
登
り

つ
め
た
所
に
あ
り
ま
す
。
珍
し
い
高
山
植
物
が
紅
、
黄
、
紫
と
咲
き

乱
れ
て
…
…
〉

こ
の
作
文
は
明
治

年
、
河
野
齢
蔵
の
白
馬
岳
植
物
調
査
に
同
行

31

し
た
岡
田
邦
松
と
い
う
大
町
小
の
若
い
訓
導
（
当
時

歳
）
か
ら
聞

24

き
取
っ
た
形
式
で
、
7
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
昭

和

年
に
『
国
語
読
本
』
が
改
訂
で
「
燕
岳
に
登
る
」
を
採
用
す
る

13
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
全
国
の
小
学
生
に
登
山
の
醍
醐
味
を
教
え
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た
わ
け
だ
が
、
地
元
信
州
の
教
育
界
に
は
学
校
登
山
の
、〝
必
修
化
〞

を
う
な
が
す
潮
流
に
な
っ
た
。

沢
柳
政
太
郎
の
林
間
学
校

今
で
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
沢
柳
政
太
郎
（
1
8
6
5
〜

1
9
2
7
）
と
い
う
松
本
市
出
身
の
教
育
者
の
先
駆
的
実
践
の
影
響

も
大
き
い
。
彼
は
文
部
官
僚
で
次
官
、
東
北
大
、
京
大
総
長
な
ど
を

歴
任
し
、
退
任
後
、
民
間
の
成
城
中
学
校
長
を
引
き
受
け
た
。
そ
の

206
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目
的
は
自
然
教
育
の
実
践
。
懇
意
に
し
て
い
た
中
房
温
泉
の
協
力
で

大
正
6
年
、
温
泉
地
内
に
林
間
学
校
宿
舎
を
建
て
、
夏
休
み
期
間
中

の
3
週
間
ほ
ど
、
生
徒
た
ち
を
学
習
さ
せ
る
か
た
わ
ら
、
燕
岳
日
帰

り
登
山
2
回
、
1
泊
2
日
で
燕
〜
槍
ヶ
岳
縦
走
な
ど
、
積
極
的
に
学

校
登
山
を
す
す
め
た
。

成
城
学
園
中
学
の
こ
の
伝
統
は
、
現
在
も
継
続
さ
れ
て
い
る
が
、

都
会
の
中
学
生
が
槍
ヶ
岳
ま
で
1
日
で
縦
走
す
る
強
行
軍
は
、
地
元

組
を
刺
激
し
た
（
注
：
現
在
は
1
泊
2
日
に
変
更
）。
今
で
こ
そ
、
登

山
者
に
は
山
小
屋
の
早
出
、
早
着
を
求
め
て
い
る
が
、
往
時
は
日
没

ま
で
、時
に
は
夜
間
の
歩
行
も
さ
ほ
ど
異
常
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

沢
柳
は
信
州
各
地
で
講
演
を
依
頼
さ
れ
、
心
身
鍛
錬
に
登
山
の
効
用

を
説
い
て
い
る
。

シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
た
燕
岳
登
山

信
州
は
山
国
で
あ
る
。
長
野
市
と
松
本
市
の
平
地
部
に
あ
る
小
・

中
学
校
を
除
き
、
大
半
の
学
校
は
近
く
に
2
0
0
0
ｍ
前
後
の
山
を

背
負
っ
て
い
る
。
学
校
登
山
の
普
及
は
、
ま
ず
地
元
の
山
へ
の
挑
戦

か
ら
広
ま
っ
た
。

と
い
っ
て
も
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
白
馬
岳
と
燕
岳
は
別
格

だ
っ
た
。
特
に
沢
柳
が
力
を
入
れ
た
燕
岳
は
、
水
力
発
電
所
建
設
に

伴
い
年
々
、
中
房
川
奥
地
へ
の
車
道
の
開
発
が
進
み
、
中
房
温
泉
ま

で
入
り
や
す
く
な
っ
た
。
燕
岳
が
学
校
登
山
の
シ
ン
ボ
ル
の
山
に

な
っ
た
背
景
に
あ
る
。

燕
岳
の
稜
線
に
は
百
瀬
慎
太
郎
の
親
友
、赤
沼
千
尋
が
大
正

年
、

10

「
燕
ノ
小
屋
」
を
開
業
し
た
。
が
、
規
模
は

人
収
容
が
限
度
で
、
集

50

団
登
山
の
受
け
入
れ
は
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
へ
帝
国
ホ
テ
ル
な
ど
を

経
営
し
て
い
た
大
倉
財
閥
の
2
代
目
大
倉
喜
七
郎
が
登
っ
て
き
て
、

千
尋
の
人
柄
を
気
に
入
り
、
千
尋
の
夢
だ
っ
た
本
格
的
な
本
場
ア
ル

プ
ス
並
み
の
山
小
屋
建
設
に
あ
っ
さ
り
同
調
し
、
当
時
と
し
て
は
破

格
の
7
万
円
の
資
金
を
提
供
し
て
く
れ
た
。

昭
和

年
に
完
成
し
、
今
も
現
役
と
し
て
機
能
し
て
い
る
本
館
は

11

約
6
0
0
㎡
。
こ
れ
以
来
、
名
称
も
燕
山
荘
と
し
た
の
は
、
こ
う
し

た
経
緯
が
あ
る
。
造
り
が
上
高
地
帝
国
ホ
テ
ル
と
似
て
い
る
の
は
、

設
計
ス
タ
ッ
フ
が
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

収
容
力
が
ア
ッ
プ
す
る
と
、
学
校
登
山
も
1
泊
2
日
に
す
る
傾
向

が
高
ま
っ
た
。
特
に
山
で
は
神
秘
的
な
日
の
出
、
日
の
入
り
の
光
景

は
登
山
者
の
心
を
つ
か
み
、
戦
後
の
登
山
ブ
ー
ム
期
か
ら
は
増
築
に

つ
ぐ
増
築
。
昭
和

年
前
後
の
最
盛
期
は
、
燕
岳
だ
け
で
約

校
8

40

60

0
0
0
人
が
や
っ
て
来
た
（
小
学
校
を
含
む
）。

燕
岳
の
8
合
目
、
合
戦
小
屋
ま
で
は
中
房
温
泉
下
部
か
ら
荷
上
げ

用
リ
フ
ト
が
架
設
さ
れ
て
い
る
。
戦
時
中
か
ら
小
屋
へ
の
食
料
な
ど

の
荷
上
げ
は
、
燕
山
荘
と
親
密
な
韓
国
人
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
行
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な
っ
て
い
た
が
、
ボ
ッ
カ
だ
け
で
は
食
料
な
ど
の
荷
上
げ
を
ま
か
な

い
き
れ
ず
、特
別
に
国
立
公
園
内
に
架
設
を
認
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

昭
和

（
1
9
5
5
）
年
前
後
か
ら
平
成

（
2
0
0
8
）
年
こ

30

20

ろ
に
か
け
て
、
信
州
の
学
校
登
山
は
ほ
ぼ
1
0
0
％
に
近
い
中
学
校

で
2
年
生
を
中
心
に
実
施
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
学
校
登
山
は
信

州
教
育
が
生
ん
だ
「
教
育
文
化
財
」
と
訴
え
る
の
は
、
こ
う
し
た
一

連
の
経
緯
か
ら
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

そ
れ
が
、
平
成
期
後
半
か
ら
徐
々
に
実
施
校
が
減
り
始
め
、
対
象

の
山
も
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
や
バ
ス
利
用
で
、
安
易
に
登
れ
る
山
へ
の
変

更
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
増
え
た
山
は
、
北
ア
ル
プ
ス
で
は

乗
鞍
岳
、
唐
松
岳
な
ど
。
逆
に
白
馬
岳
、
常
念
岳
、
槍
ヶ
岳
な
ど
は

め
っ
き
り
減
っ
た
。
定
番
だ
っ
た
1
泊
2
日
の
日
程
も
、
日
帰
り
が

目
立
っ
て
き
た
。
燕
岳
に
至
っ
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
2
0
1
9

年
は
た
っ
た
2
校
の
み
。
こ
の
大
激
変
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
次
項

で
詳
述
す
る
。

学
校
登
山
急
減
の
背
景
と
対
応
策

長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、
登
山
や
自
然
教
育
の
指
導
に
あ

た
る
小
・
中
学
校
教
師
を
主
な
対
象
と
し
て
昭
和

（
1
9
6
9
）

44

年
、
大
町
山
岳
博
物
館
の
下
段
に
建
設
さ
れ
た
。
当
然
、
主
管
は
県

教
育
委
員
会
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

年
ほ
ど
前
か
ら
主
管
は
県
観

15

光
部
に
移
っ
た
。

観
光
的
に
変
質
し
た
登
山
者
動
向

余
年
前
、
私
が
松
本
警
察
署
担
当
の
駆
け
出
し
の
新
聞
記
者
に

60
な
っ
た
当
初
は
、
雪
が
積
も
り
出
す

月
か
ら
3
、
4
月
に
か
け
て

11

は
、
大
学
山
岳
部
の
遭
難
が
頻
発
し
た
。
槍
・
穂
高
を
中
心
に
、
疲

労
凍
死
や
雪
崩
で
パ
ー
テ
ィ
ご
と
遭
難
し
、
3
、
4
人
か
ら

人
近

10

い
大
学
生
が
次
々
と
犠
牲
に
な
っ
た
。
ひ
と
冬
に
東
大
か
ら
始
ま

り
、
早
、
慶
の
〝
遭
難
合
戦
〞
も
。
北
鎌
尾
根
の
天
上
沢
で
は
、
専

修
大
の
雪
崩
に
よ
る
大
遭
難
が
あ
っ
た
。

長
野
県
警
が
遭
難
統
計
を
記
録
し
始
め
た
の
は
、
昭
和

年
か
ら

29

だ
が
、
同

年
代
半
ば
ま
で
は
、

〜

件
前
後
だ
っ
た
と
思
う
。

30

20

40

が
件
数
に
比
し
て
死
者
の
数
は
多
か
っ
た
。
雪
崩
が
原
因
の
遭
難
が

多
く
、
次
い
で
、
大
雪
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
パ
ー
テ
ィ
の
救
出
が
目

立
っ
た
。
夏
場
は
岩
登
り
が
全
盛
。
屏
風
岩
や
滝
谷
で
は
登
攀
の
順

番
待
ち
。
岩
壁
で
の
転
・
滑
落
。
宙
釣
り
遭
難
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

〈
娘
さ
ん
よ
く
聞
け
よ

山
男
に
は
惚
れ
る
な
よ

山
で
吹
か
れ

り
ゃ

若
後
家
さ
ん
だ
よ
〉
の
ざ
れ
歌
が
流
行
し
た
の
も
う
な
ず
け

よ
う
。
ヘ
リ
も
利
用
で
き
な
か
っ
た
時
代
、
遭
難
救
助
は
手
間
も
カ

ネ
も
か
か
っ
た
。
同
僚
の
山
岳
部
、
社
会
人
山
岳
会
で
は
表
沙
汰
に
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し
な
い
救
助
も
あ
り
、
軽
度
の
ケ
ガ
が
統
計
に
扱
わ
れ
な
い
傾
向
も

あ
っ
た
。

こ
う
し
た
登
山
動
向
が
昭
和
末
期
ご
ろ
か
ら
、
に
わ
か
に
変
わ
り

出
し
た
。
登
山
者
年
齢
が
年
々
高
ま
り
、中
高
年
が
中
心
に
な
っ
た
。

敗
戦
時
か
ら
昭
和

年
前
後
ま
で
の
若
者
の
ス
ポ
ー
ツ
は
、
せ
い
ぜ

50

い
陸
上
、
水
泳
、
野
球
、
バ
レ
ー
な
ど
に
集
中
し
、
安
上
が
り
で
手

軽
に
楽
し
め
る
登
山
が
人
気
だ
っ
た
。
し
か
し
、
経
済
が
安
定
し
、

多
様
な
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
と
と
も
に
、
中
・
高
校
の
部
活
は
細
分
化

し
た
。

そ
の
中
で
苦
難
を
伴
う
山
岳
部
離
れ
は
、
い
ち
早
く
進
ん
だ
。
伝

統
を
誇
る
大
学
山
岳
部
で
さ
え
、
存
続
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
時
期

が
あ
っ
た
。
社
会
人
の
登
山
も
難
ル
ー
ト
へ
の
挑
戦
は
下
火
に
な

り
、
高
齢
化
と
と
も
に
登
頂
を
必
ず
し
も
目
指
さ
ず
、
自
然
観
察
や
、

山
小
屋
、
キ
ャ
ン
プ
生
活
を
楽
し
む
人
た
ち
が
増
え
て
き
た
。
い
わ

ば
登
山
行
為
が
観
光
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

入
山
者
の
呼
称
も
、
登
山
家
か
ら
登
山
者
、
そ
し
て
近
時
は
登
山

客
に
。
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
の
所
管
換
え
も
、
時
局
の
変
化
が
ベ
ー

ス
に
あ
る
。

体
格
と
体
力
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

こ
の
半
世
紀
、
日
本
の
若
者
の
身
長
は
平
均

㎝
以
上
高
く
な
っ

10

た
の
で
は
な
い
か
。
ス
ポ
ー
ツ
の
各
分
野
の
ト
ッ
プ
は
大
幅
に
記
録

を
更
新
し
つ
つ
あ
る
。
敗
戦
直
後
、
世
界
記
録
を
次
々
に
更
新
し
た

水
泳
の
古
橋
廣
之
進
が
注
目
さ
れ
た
が
、
近
時
は
女
子
選
手
で
さ
え

古
橋
の
記
録
を
上
回
る
。

そ
の
反
面
、
全
員
で
は
な
い
が
中
・
高
生
の
体
力
の
弱
さ
が
表
面

化
し
た
。
往
時
は
小
・
中
学
生
ら
が
登
っ
た
コ
ー
ス
を
中
・
高
生
ら

が
あ
え
ぐ
。
基
礎
体
力
が
鍛
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。
室
内
で
ス
マ

ホ
な
ど
に
日
常
、
興
じ
て
い
る
時
間
が
多
い
か
ら
だ
ろ
う
。

教
職
員
の
履
歴
も
変
わ
っ
た
。

年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
県
教
員
は

30

圧
倒
的
に
長
野
師
範
を
継
い
だ
信
州
大
教
育
学
部
出
身
者
が
占
め

た
。
が
、
昨
今
は
半
数
以
上
が
他
県
の
大
学
出
身
者
と
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
小
・
中
時
代
、
学
校
登
山
を
経
験
し
て
い
な
い
。
安
易
な

日
本
百
名
山
の
美
ヶ
原
す
ら
登
っ
た
こ
と
の
な
い
教
員
も
い
る
。
加

え
て
日
常
の
事
務
的
業
務
も
増
え
た
。
学
校
登
山
に
経
験
の
あ
る
教

員
の
高
齢
化
も
進
ん
だ
。

一
方
で
、
保
護
者
の
遭
難
へ
の
警
戒
心
は
、
昭
和

年
の
松
本
深

42

志
高
の
落
雷
遭
難
（

人
死
亡
）
な
ど
か
ら
、
危
険
度
が
高
い
と
み

11

る
認
識
が
定
着
し
て
い
る
。
近
時
の
遭
難
件
数
が
長
野
県
下
だ
け
で

3
0
0
件
を
超
え
る
年
も
あ
る
の
で
、
そ
の
懸
念
も
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
往
時
と
昨
今
で
は
遭
難
の
質
が
違
う
。
近
時
は
7
割
方

が

〜

代
。
し
か
も
原
因
が
格
段
と
整
備
さ
れ
た
登
山
道
で
の

50

60
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転
・
滑
落
、
道
迷
い
、
病
気
が
大
半
だ
。
携
帯
ス
マ
ホ
で
安
易
に
ヘ

リ
の
救
助
要
請
を
す
る
の
で
、
件
数
が
増
え
る
。

山
小
屋
や
一
般
登
山
道
は
、
昭
和
中
期
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い

ほ
ど
整
備
が
進
ん
だ
。
発
電
施
設
の
普
及
で
電
灯
、
食
事
は
里
と
変

わ
ら
ず
、
ト
イ
レ
の
改
善
は
目
覚
ま
し
く
、
浄
化
施
設
併
用
の
便
座

式
が
広
ま
っ
て
い
る
。
人
気
コ
ー
ス
の
登
山
道
は
危
険
箇
所
の
大
半

に
ハ
シ
ゴ
、
ロ
ー
プ
が
設
置
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
遭
難
が
多

発
す
る
の
は
、
体
力
や
反
射
神
経
が
衰
え
た
高
齢
者
の
登
山
が
圧
倒

的
だ
か
ら
で
あ
る
。
学
校
登
山
で
も
ケ
ガ
程
度
の
遭
難
が
ゼ
ロ
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
が
、
落
雷
遭
難
は
さ
て
お
き
、
こ
の
半
世

紀
、
死
者
を
出
し
た
ケ
ー
ス
は
ほ
ん
の
数
件
に
過
ぎ
な
い
。

｢学
校
登
山
を
す
す
め
る
会
」
の
呼
び
か
け

長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
の
委
託
運
営
を
始
め
た
県
山
岳
協
会

は
、
こ
の

年
来
、
各
種
講
習
会
を
開
く
か
た
わ
ら
、
2
0
0
校
近

10

い
中
学
校
と
一
部
の
小
学
校
を
対
象
に
ほ
ぼ
毎
年
、
学
校
登
山
の
実

態
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
て
い
る
。
そ
の
資
料
や
県
教
委
の
見
方

だ
と
、平
成

年
度
ま
で
は

％
を
超
え
て
い
た
中
学
の
実
施
率
は
、

22

90

1
昨
年
の
令
和
1
年
、

％
を
割
り
込
ん
だ
。
新
型
コ
ロ
ナ
禍
が
本

60

格
化
し
た
昨
年
は
、
予
定
通
り
実
施
し
た
の
は
2
校
の
み
で
、

校
16

が
日
帰
り
や
対
象
の
山
を
変
え
、
大
半
は
中
止
し
て
い
た
。
今
年
度

信州の｢教育文化財」、学校登山の行方
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の
実
施
予
定
校
は

％
前
後
で
、
未
定
校
は

％
だ
っ
た
。

35

13

学
校
行
事
は
一
度
中
断
す
る
と
、
年
次
計
画
と
の
関
連
で
再
開
に

は
手
間
が
か
か
る
と
さ
れ
る
。
信
州
の
〝
教
育
文
化
財
〞
と
も
い
え

る
学
校
登
山
が
、
存
続
の
瀬
戸
際
に
あ
る
と
み
て
、
私
は
信
濃
毎
日

新
聞
の
紙
面
で
実
情
と
貴
重
さ
を
訴
え
た
。

こ
れ
に
登
山
界
や
教
育
、
行
政
関
係
者
ら
か
ら
呼
応
す
る
声
が
届

き
、
今
年
2
月
、
各
界
、
各
地
区
の
山
岳
通

人
が
呼
び
か
け
人
と

10

な
っ
て
「
信
州
の
学
校
登
山
を
す
す
め
る
会
」
が
発
足
し
た
。
年
配

な
の
で
私
が
会
長
に
推
さ
れ
た
が
、
現
役
の
伊
那
市
長
（
会
長
代
理
）

や
Ｊ
Ａ
Ｃ
役
員
や
県
山
協
会
長
、
山
小
屋
経
営
者
、
医
師
、
現
役
中

学
校
長
ら
多
彩
な
顔
ぶ
れ
に
な
っ
た
。

会
で
は
ま
ず
、
教
育
関
係
者
、
保
護
者
を
中
心
に
、
登
山
の
教
育

価
値
、
学
校
登
山
の
安
全
性
の
確
認
と
、
体
力
差
が
見
ら
れ
る
生
徒

を
よ
り
参
加
し
や
す
い
コ
ー
ス
や
支
援
体
制
づ
く
り
を
目
指
し
て
具

体
的
提
案
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
最
初
の
行
動
と
し
て
県
教
育
長
ら
幹
部
と
面
談
、
①
教
職
員

の
登
山
研
修
会
参
加
の
支
援

②
6
〜
7
月
に
偏
っ
て
い
る
登
山
の

実
施
時
期
を
初
秋
も
含
め
る

③
コ
ー
ス
も
全
校
同
一
で
は
な
く
、

体
力
に
応
じ
て
柔
軟
に
設
定

④
ガ
イ
ド
、
医
療
関
係
者
の
同
行
を

広
め
る

⑤
こ
れ
ら
の
関
連
資
金
や
、
地
域
、
保
護
者
負
担
の
軽
減

に
自
治
体
の
協
力
を
、
な
ど
を
訴
え
た
。
県
側
は
共
に
協
力
し
て
実

行
案
の
検
討
を
示
し
た
が
、
呼
び
か
け
人
は
そ
の
後
、
自
己
の
専
門

分
野
で
の
活
動
を
広
め
て
い
る
。

日
本
の
最
近
の
若
者
は
、
欧
米
な
ど
に
比
べ
冒
険
心
、
挑
戦
意
欲

が
低
く
、
縮
み
志
向
と
み
る
声
が
あ
る
。
既
知
の
習
得
よ
り
、
個
性

的
に
新
分
野
に
挑
む
姿
勢
が
時
代
を
拓
く
、
と
の
認
識
が
定
着
し
て

い
る
欧
米
と
は
真
逆
だ
と
す
る
。
克
己
心
の
養
成
と
仲
間
へ
の
い
た

わ
り
、
自
然
や
社
会
の
理
解
も
得
ら
れ
る
学
校
登
山
は
、
経
験
者
が

時
を
経
て
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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小
島
烏
水
が
遺
し
た
飛
騨
に
関
す
る
著
作

木
下
喜
代
男

は
じ
め
に

明
治
期
、
小
島
烏
水
は
飛
騨
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る

が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』
第
6
版
で
あ

る
（「
山
の
書
籍
国
を
行
く
」）。

志
賀
は
明
治

（
1
8
9
6
）
年
5
月
、
富
山
か
ら
飛
騨
に
入
り
、

29

高
山
の
町
に
遊
ん
で
紀
行
文
「
飛
騨
に
入
る
記
」
を
書
き
、「
飛
騨
の

山
水
に
秀
絶
せ
る
此
の
如
し
、
我
れ
詞
人
書
客
の
此
処
に
遊
ぶ
者
特

に
少
な
き
を
憾
と
す
、
請
う
飛
騨
に
遊
ば
ん
哉
」
と
結
ん
で
い
る
。

小
島
は
こ
れ
を
読
ん
で
以
来
飛
騨
が
憧
憬
の
地
に
な
り
、
そ
の
後

登
山
の
往
復
に
何
回
か
飛
騨
に
入
っ
て
、
実
に
多
く
の
飛
騨
に
関
す

る
著
作
を
遺
し
て
い
る
。

篇
以
上
に
な
る
そ
の
内
容
は
、
紀
行
文

20

に
織
り
込
ま
れ
た
地
理
、
地
質
、
気
候
な
ど
専
門
家
ま
が
い
の
自
然

科
学
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
歴
史
、
民
俗
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、

傍
証
の
博
引
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

以
前
『
山
岳
』
第
1
1
2
年
で
、
小
島
と
親
交
が
あ
っ
た
飛
騨
の

岳
人
の
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
小
島
は
文
芸
雑
誌
『
文
庫
』
の
記
者

時
代
に
飛
騨
の
文
学
青
年
た
ち
と
も
交
流
が
あ
り
、
著
作
の
た
め
の

情
報
は
す
べ
て
そ
れ
ら
の
岳
人
、
文
人
か
ら
得
て
い
た
。

飛
騨
の
文
学
青
年
た
ち
と
の
交
流

周
知
の
よ
う
に
、
小
島
は
若
い
時
か
ら
文
芸
批
評
家
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
た
。
横
浜
商
業
学
校
時
代
に
文
学
仲
間
と
雑
誌
『
学
燈
』

を
刊
行
す
る
な
ど
、
早
く
か
ら
文
筆
活
動
に
興
味
を
持
ち
、
青
年
文

学
雑
誌
『
文
庫
』
に
評
論
を
投
稿
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
「
一
葉
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女
史
」
が
高
い
評
価
を
受
け
て
『
文
庫
』
の
記
者
と
し
て
採
用
さ
れ
、

銀
行
勤
務
の
か
た
わ
ら
活
躍
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
。

歳
の
時
で
あ
っ
た
。

23

『
文
庫
』
は
、
山
県
悌
三
郎
主
宰
の
投
書
雑
誌
『
少
年
文
庫
』
を
前

身
と
し
、
明
治

（
1
8
9
5
）
年
8
月
に
創
刊
さ
れ
た
青
年
文
学

28

雑
誌
。
明
治
（
1
9
1
0
）
年
に
廃
刊
さ
れ
る
ま
で
、
河
井
酔
茗
・

43

伊
良
子
清
白
・
横
瀬
夜
雨
ら
文
庫
派
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
詩
人
を
育

成
し
た
。

当
時
『
文
庫
』
は
、
一
高
生
徒
の
愛
読
雑
誌
調
査
に
よ
る
と
、『
太

陽
』『
帝
国
文
学
』
に
次
い
で
第
3
位
に
位
置
を
占
め
る
ほ
ど
人
気
が

あ
っ
た
。

小
島
の
仕
事
は
、
週
2
回
発
刊
の
『
文
庫
』
に
投
稿
が
あ
っ
た
論

文
、
紀
行
文
、
小
説
、
詩
歌
の
ほ
か
雑
文
に
い
た
る
ま
で
閲
読
し
て
、

詳
細
な
評
論
を
書
く
の
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
当
時
、
全

国
各
地
に
あ
っ
た
『
文
庫
』
の
誌
友
会
に
属
す
る
文
学
青
年
の
指
導

も
受
け
持
ち
、
文
章
作
成
の
手
引
書
ま
で
作
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
兄

的
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
。

当
時
、
飛
騨
高
山
に
も
「
斐
太
禿
筆
会
」
と
い
う
誌
友
会
が
結
成

さ
れ
て
お
り
、
飛
騨
一
円
の
文
学
青
年
が
集
ま
っ
て
創
作
活
動
の
情

報
交
換
を
行
な
い
、『
文
庫
』
へ
投
稿
し
て
小
島
な
ど
の
評
を
受
け
て

い
た
。

こ
の
頃
の
小
島
は
、
与
謝
野
鉄
幹
の
『
明
星
』
に
創
刊
号
か
ら
寄

稿
を
続
け
、
大
阪
や
名
古
屋
の
文
壇
と
も
つ
な
が
り
を
持
つ
な
ど
、

青
年
文
壇
の
一
翼
を
担
う
知
名
人
に
な
っ
て
い
た
。

小
島
は
、
明
治

（
1
8
9
9
）
年

月
の
浅
間
山
登
山
、
木
曽

32

12

周
遊
の
旅
の
途
中
、
稲
倉
峠
で
槍
ヶ
岳
や
乗
鞍
岳
な
ど
飛
騨
山
脈
を

遠
望
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
登
山
に
傾
斜
し
て
ゆ
く
。

小
島
は
明
治

（
1
9
0
0
）
年

月
に
乗
鞍
岳
へ
登
る
た
め
、

33

10

岡
野
金
次
郎
と
名
古
屋
か
ら
高
山
入
り
を
し
て
い
る
。

月
7
日
、
名
古
屋
で
は
誌
友
の
余
語
琴
雨
に
迎
え
ら
れ
、
市
内

10
見
物
の
あ
と
岐
阜
へ
向
か
う
。
岐
阜
で
は
誌
友
・
神
戸
春
酔
宅
に
泊
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ま
る
。
近
傍
の
誌
友
が
集
ま
っ
て
歓
迎
の
宴
が
催
さ
れ
た
。

翌
日
か
ら
歩
い
て
2
日
が
か
り
で
高
山
へ
到
着
。
高
山
で
は
、「
斐

太
禿
筆
会
」
の
盛
大
な
歓
迎
会
が
宮
川
べ
り
の
料
亭
「
月
波
楼
」
で

開
か
れ
た
。

酒
席
で
田
島
杉
溪
（
＊
1
）
と
い
う
青
年
画
家
に
栗
々
坊
主
に
毛

が
5
〜
6
本
の
似
顔
絵
を
描
か
れ
、「
兀
山
に
薄
（
す
す
き
）
多
か
ら

ぬ
恨
み
か
な
」
な
ど
と
い
う
句
を
返
し
た
り
、
芸
者
の
歌
を
聞
い
て

和
歌
を

首
詠
む
な
ど
、
こ
の
夜
の
文
学
青
年
た
ち
と
の
懇
親
会
は

12

ず
い
ぶ
ん
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

翌
日
、
誌
友
で
あ
る
平
田
山
栗
（
＊
2
）
の
書
店
に
寄
っ
て
地
質
図

な
ど
を
買
い
、
一
位
細
工
や
植
物
の
標
本
を
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
、

曽
我
耐
軒
の
『
幽
討
余
禄
』
上
下
2
巻
を
借
り
て
い
る
。
町
外
れ
ま

で
平
田
の
見
送
り
を
受
け
て
、
8
里
の
道
を
歩
い
て
平
湯
へ
。

平
湯
で
は
彦
助
宿
に
2
泊
し
た
あ
と
、
宿
の
主
人
を
伴
っ
て
乗
鞍

岳
に
登
頂
。
平
湯
温
泉
滞
在
中
に
、
平
田
に
借
り
た
曽
我
の
飛
騨
紀

行
『
幽
討
余
禄
』
を
読
む
。
新
し
い
紀
行
文
家
を
目
指
し
て
い
た
小

島
に
と
っ
て
『
幽
討
余
禄
』
は
、
荻
生
徂
徠
の
『
風
流
使
者
記
』
と

並
ん
で
重
要
な
書
で
あ
り
、
の
ち
に
「
曽
我
耐
軒
伝
」
を
書
い
た
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
後
2
人
は
高
原
川
沿
い
に
船
津
か
ら
富
山
へ
と
下
り
、
船
で

直
江
津
へ
渡
っ
た
。
こ
の
時
の
紀
行
文
は
「
飛
騨
縦
断
記
」
と
し
て

『
文
庫
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

明
治

（
1
9
0
2
）
年
8
月
に
は
、
3
年
前
、
稲
倉
峠
で
遠
望

35

し
て
以
来
念
願
に
な
っ
て
い
た
槍
ヶ
岳
に
登
頂
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
あ
と
高
山
へ
寄
り
、
さ
ら
に
白
川
村
方
面
へ
周
っ
て
白
山

に
登
る
予
定
だ
っ
た
が
、
日
程
的
に
果
た
せ
な
か
っ
た
。

高
山
の
誌
友
の
な
か
で
も
特
に
親
し
く
、
い
つ
も
飛
騨
の
資
料
を

提
供
し
て
く
れ
て
い
た
前
出
の
平
田
山
栗
へ
、「

日
に
横
浜
を
た

10

ち
、
槍
ヶ
岳
へ
登
頂
し
た
後

〜

日
に
は
高
山
へ
寄
る
」
と
の
連

14

15

絡
を
し
て
い
た
た
め
、「
斐
太
禿
筆
会
」
会
員
一
同
が
、

日
に
松
泰

16

寺
に
集
ま
り
、
終
日
小
島
を
待
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
登
頂
に
日
に
ち
を
喰
い
、
蒲
田
温
泉
へ
下
山
し
た
の
が

日
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
電
話
も
な
い
時
代
の
こ
と
な
の
で
連
絡

17も
取
れ
ず
、
小
島
た
ち
は
そ
の
ま
ま
高
原
川
沿
い
に
富
山
へ
抜
け
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
待
ち
ぼ
う
け
を
食
っ
た
会
員
か
ら
、
後
日
、
小
島
へ
抗

議
文
が
送
ら
れ
た
。
こ
の
違
約
に
対
し
て
小
島
は
、
前
人
未
踏
の
地

へ
の
探
検
で
あ
っ
た
の
で
、
日
程
が
狂
う
の
は
当
然
な
ど
と
苦
し
い

言
い
訳
の
手
紙
を
書
く
な
ど
、
ひ
と
悶
着
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
時
の
小
島
の
文
は
、「
第
3
回
斐
太
誌
友
會
禿
筆
會
へ

の
手
紙
」
と
し
て
『
文
庫
』
第

巻
の
第
2
号
（
明
治

年
9
月
）

21

35

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
前
年
、
乗
鞍
登
山
を
も
と
に
文
献
資
料
を
交
え
て
書
か
れ
た

飛
騨
の
概
説
「
飛
騨
山
水
談
」
に
つ
い
て
も
、
誌
友
会
員
か
ら
内
容

が
大
風
呂
敷
だ
と
の
指
摘
が
出
さ
れ
て
い
る
（
内
容
は
後
述
）。

も
と
も
と
『
文
庫
』
は
、
記
者
と
文
学
青
年
の
は
ば
か
る
こ
と
が

な
い
自
由
な
筆
戦
が
受
け
て
活
況
を
呈
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
の

や
り
と
り
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
槍
ヶ
岳
登
山
は
近
代
登
山
の
先
駆
的
な
記
録
と
な
り
、
そ
の

紀
行
「
鎗
ヶ
岳
探
検
記
」
は
高
い
評
価
を
得
て
、
小
島
は
『
文
庫
』

の
関
係
者
か
ら
「
山
博
士
」
の
異
名
を
た
て
ま
つ
ら
れ
、
ま
す
ま
す

登
山
に
の
め
り
込
ん
で
ゆ
く
。

そ
し
て
日
本
山
岳
会
発
足
以
降
、
年
3
回
発
刊
さ
れ
て
い
た
機
関

誌
『
山
岳
』
の
編
集
に
も
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。

時
を
同
じ
く
し
て
『
文
庫
』
の
方
は
、
新
旧
編
集
者
の
対
立
な
ど

で
内
紛
が
あ
り
、
改
革
が
で
き
な
い
ま
ま
明
治

（
1
9
1
0
）
年

43

8
月

日
付
の
通
巻
2
4
4
号
で
廃
刊
に
な
っ
た
。

15
こ
の
頃
の
小
島
は
、
文
芸
批
評
家
か
ら
「
自
然
を
描
く
文
学
者
、

山
の
紀
行
文
家
」
と
し
て
認
め
ら
れ
、『
文
章
世
界
』
に
お
け
る
文
壇

十
傑
選
で
は
、
小
説
家
の
島
崎
藤
村
、
戯
曲
家
の
坪
内
逍
遥
、
詩
人

の
北
原
白
秋
、
歌
人
の
与
謝
野
晶
子
な
ど
と
並
ん
で
、
紀
行
文
家
の

筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。

(＊
1
)
本
名
稲
三
。
山
本
芳
翠
に
日
本
画
を
学
ぶ
。
斐
太
中
学
の
教

師
。
校
章
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
。

(＊
2
)
本
名
篤
松
。
飛
騨
電
灯
社
長
。
高
山
商
工
会
初
代
会
長
。
高

山
銀
行
重
役
。
郵
便
局
長
。
県
議
、
市
議
を
歴
任
。

飛
騨
叢
書
な
ど
へ
の
投
稿

日
本
山
岳
会
が
設
立
さ
れ
た
3
年
後
の
明
治

（
1
9
0
8
）
年

41

に
飛
騨
山
岳
会
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
の
翌
年
か
ら
飛
騨
山
岳
会
員
の
住
廣
造
、
古
瀬
鶴
之
助
、
上
木

甚
四
郎
な
ど

名
近
く
が
次
々
と
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
、
飛
騨
山

10

岳
会
自
体
も
団
体
入
会
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
登
山
活
動
の
方
に

比
重
を
移
し
て
は
じ
め
て
い
た
小
島
は
、
飛
騨
在
住
の
日
本
山
岳
会

員
と
も
交
友
関
係
を
結
ん
で
い
る
。

『
山
岳
』
第
1
1
2
年
に
も
書
い
た
が
、
そ
の
う
ち
い
ち
ば
ん
親
し

か
っ
た
の
は
住
廣
造
（
会
員
番
号
1
9
3
）
だ
っ
た
。
住
は
、
日
本

山
岳
会
入
会
当
時
高
山
の
下
三
之
町
で
書
店
、
両
替
店
を
営
ん
で
お

り
、
飛
騨
山
脈
を
広
く
歩
い
て
写
真
を
撮
り
、
絵
は
が
き
を
作
成
し

て
販
売
も
し
て
い
た
。

住
は
、
飛
騨
に
遺
る
江
戸
期
か
ら
の
多
く
の
書
籍
、
地
図
を
東
京

ま
で
送
っ
て
印
刷
製
本
を
し
た
が
、そ
の
数
は

点
以
上
に
の
ぼ
る
。

30

主
な
も
の
は
、『
飛
州
志
』、
延
享
3
年
に
代
官
所
の
地
役
人
・
上

村
木
曽
右
衛
門
が
書
い
た
『
飛
騨
国
中
案
内
』、
地
役
人
・
富
田
礼
彦
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著
の
『
斐
太
後
風
土
記
』、『
運
材
図
會
』、『
飛
騨
山
川
』、『
飛
騨
遺

乗
合
府
』
で
、
飛
騨
の
歴
史
を
知
る
う
え
で
た
い
へ
ん
貴
重
な
も
の

ば
か
り
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
住
と
親
交
が
あ
っ

た
小
島
に
贈
与
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
小
島
が
序
文
を
寄
せ
た
り
、
書
評
を
書
い
た
り
し
て
い

る
書
籍
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

住
は
飛
騨
叢
書
第
一
編
と
し
て
、
明
治
（
1
9
0
9
）
年
に
『
飛

42

州
志
』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
徳
川
八
代
将
軍
吉
宗
の
命
で
天
領
飛

騨
の
代
官
・
長
谷
川
忠
宗
が
、
治
政
の
資
料
と
し
て
飛
騨
の
諸
事
、

諸
物
を
調
べ
、
纏
め
た
も
の
だ
。

こ
の
『
飛
州
志
』
は
、
小
島
が
『
山
岳
』
第
3
年
第
3
号
（
明
治

年

月

日
発
行
）
の
「
雑
録
」
の
項
で
、「
飛
騨
叢
書
の
出
版
」

41

10

25

と
し
て
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
小
島
と
住
の
交
友
が

始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

住
は
、
明
治

（
1
9
1
1
）
年

月
に
は
飛
騨
の
郷
土
史
家
・

44

11

岡
村
利
平
編
纂
の
地
誌
『
飛
騨
山
川
』
を
出
版
し
た
。

『
山
岳
』
第
1
1
2
年
で
も
紹
介
し
た
が
、『
飛
騨
山
川
』
の
巻
頭
に

は
、
日
本
山
岳
会
創
設
メ
ン
バ
ー
の
高
野
鷹
蔵
が
撮
影
し
た
笠
ヶ
岳

の
写
真
が
載
せ
て
あ
り
、
題
辞
と
し
て
志
賀
重
昂
が
自
筆
の
漢
詩
を

寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
志
賀
が
ス
イ
ス
で
詠
ん
だ
と
い
う
も
の
で
、

「
鴻
爪
雪
泥
幾
往
還

安
南
之
海
瑞
西
山

半
生
著
述
何
邊
獲

多
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在
風
袗
雨
笠
間
」
そ
し
て
「
飛
騨
本
邦
之
瑞
西
也

偶
録
舊
製
代
飛

騨
山
川
題
詞
」
と
し
た
た
め
て
あ
る
。

次
に
小
島
が
序
文
（『
山
岳
』
第
1
1
2
年
に
掲
載
）
を
寄
せ
、
本

文
「
山
嶽
」
の
項
に
は
、

ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
「
飛
騨
山
脈
風
景

23

論
」
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
時
期
、
主
著
『
日
本
風
景
論
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て

全
国
的
に
有
名
に
な
っ
て
い
た
志
賀
重
昂
の
題
辞
が
あ
っ
た
た
め

か
、
初
版
本
は
た
ち
ま
ち
売
り
切
れ
た
。
志
賀
が
一
地
方
の
出
版
本

に
自
筆
の
題
辞
を
寄
せ
た
経
緯
は
、
住
が
直
接
依
頼
し
た
の
か
、
小

島
を
通
じ
た
も
の
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

明
治

（
1
8
9
4
）
年
発
刊
さ
れ

版
ま
で
版
を
重
ね
た
『
日

27

14

本
風
景
論
』
は
、
第
4
章
に
「
登
山
の
氣
風
を
興
作
す
べ
し
」
と
題

し
た
長
文
が
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
青
年
の
登
山
熱
に
火
を
付
け
、

木
暮
理
太
郎
や
小
島
烏
水
な
ど
も
大
き
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

小
島
は
初
版
が
出
た
時
に
は
書
生
の
身
分
で
手
が
出
ず
、
第
6
版

に
な
っ
て
よ
う
や
く
購
入
で
き
、
貪
る
よ
う
に
読
ん
だ
と
い
う
。
そ

の
3
年
後
、
志
賀
に
署
名
を
依
頼
し
た
ら
、『
飛
騨
山
川
』
に
も
寄
せ

た
七
絶
中
の
転
結
「
半
生
著
述
何
邊
獲

多
在
風
袗
雨
笠
間
」
を
墨

書
し
て
も
ら
っ
た
。
な
お
、
大
切
に
し
て
い
た
こ
の
署
名
本
は
、
米

国
か
ら
の
帰
途
盗
難
で
失
く
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
大
正

（
1
9
2
6
）
年
に
『
改
訂
飛
騨
山
川
』
と
い

15

う
小
型
版
が
出
た
時
は
、
志
賀
の
題
辞
、
小
島
の
序
文
と
も
削
ら
れ

て
い
て
小
島
は
た
い
へ
ん
残
念
が
っ
て
い
る
。

な
お
旧
版
、改
訂
版
と
も
に
、高
頭
仁
兵
衛
の
乗
鞍
岳
登
山
記（『
山

岳
』
第
1
年
1
号
・「
飛
信
界
の
乗
鞍
岳
」
か
ら
抜
粋
）
と
、
小
島
烏

水
の
「
渓
谷
の
四
季
」「
島
々
谷
」
が
載
せ
て
あ
る
。

高
頭
は
、
そ
の
後
も
小
島
と
た
び
た
び
高
山
を
訪
れ
て
住
と
交
流

し
て
い
る
の
で
、こ
の
転
載
は
住
の
依
頼
に
応
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

飛
騨
叢
書
の
第
3
編
は
、
大
正
3
（
1
9
1
4
）
年
9
月
に
出
版

さ
れ
た
桐
山
力
所
著
、
岡
村
利
平
編
の
希
少
本
『
飛
騨
遺
乗
合
府
』

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
安
政
5
（
1
8
5
8
）
年
に
高
山
の
桐
山
が
、

野
史
、
私
乗
の
世
に
遺
っ
た
も
の
を
書
き
記
し
た
も
の
。

こ
の
本
は
、
日
本
山
岳
会
員
に
送
料

銭
の
負
担
の
み
で
贈
与
す

12

る
と
の
広
告
が
『
山
岳
』
第

年
第
2
号
（
大
正
4
年

月

日
発

10

12

27

行
）の
会
報
欄
に
掲
載
さ
れ
、小
島
ほ
か
多
く
の
会
員
が
恩
恵
に
与
っ

た
。住

の
依
頼
で
、
小
島
は
こ
の
『
飛
騨
遺
乗
合
府
』
の
書
評
を
飛
騨

の
郷
土
史
研
究
会
｢史
談
会
｣の
紀
要
『
飛
騨
史
壇
』
第
1
巻
第
7
号

（
大
正
4
年
4
月
）に
載
せ
て
い
る（『
山
岳
』第
1
1
2
年
に
掲
載
）。

そ
し
て
地
方
に
い
て
浩
瀚
な
大
冊
を
次
々
と
発
行
す
る
住
に
対
し
、

都
会
人
で
も
な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
だ
と
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。

218



こ
の
書
評
は
、『
山
の
風
流
使
者
』（
昭
和

年
7
月
1
日
・
岡
書

24

院
発
行
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
『
飛
騨
史
壇
』
は
住
が
編
集
、
印
刷
を
受
け
持
っ
て

い
た
。
小
島
は
そ
の
後
飛
騨
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
書
い
て
い
る
が
、

こ
の
『
飛
騨
遺
乗
合
府
』
は
じ
め
、
住
の
発
刊
し
た
一
連
の
飛
騨
叢

書
に
依
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

住
は
そ
れ
ま
で
印
刷
を
東
京
の
会
社
に
依
頼
し
て
い
た
が
、
自
ら

印
刷
所
を
持
つ
こ
と
に
し
、
大
正
8
（
1
9
1
9
）
年
「
斐
太
中
央

印
刷
所
」（
の
ち
に
斐
太
中
央
印
刷
㈱
）
を
設
立
し
た
。

小
島
の
双
六
谷
探
検

小
島
は
大
正
3
（
1
9
1
4
）
年
の
夏
、
双
六
谷
探
検
の
た
め
飛

騨
入
り
す
る
。
の
ち
に
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
黄
金
時
代
の
掉
尾
を

飾
っ
た
と
い
わ
れ
た
山
行
で
あ
る
。

こ
の
探
検
行
の
た
め
、
住
は
登
山
口
・
上
宝
村
の
有
力
者
な
ど
へ

事
前
に
協
力
依
頼
を
し
て
い
た
た
め
、
村
あ
げ
て
の
協
力
体
制
が
敷

か
れ
、
ま
こ
と
に
大
が
か
り
な
も
の
に
な
っ
た
。

入
渓
前
の
8
月
1
日
、
高
山
で
開
催
さ
れ
た
講
演
会
も
住
が
セ
ッ

ト
し
た
。
来
場
者
は
約
3
0
0
名
。
演
題
は
、「
飛
騨
山
脈
の
自
然

と
し
て
の
高
貴
性
に
つ
い
て
」
で
あ
っ
た
。

8
月
2
日
高
山
か
ら
上
宝
村
本
郷
へ
入
り
宿
泊
。

8
月
3
日
入
渓
。
同
行
は
飛
騨
山
岳
会
員
で
教
員
の
中
野
善
太
郎

は
じ
め
6
名
と
、
ガ
イ
ド
は
猟
師
・
高
田
勘
太
郎
、
大
倉
弁
次
は
じ

め
6
名
で
あ
っ
た
。

一
行
は
、
8
月
6
日
に
双
六
谷
源
流
の
双
六
池
に
達
し
、
そ
の
足

で
双
六
岳
に
登
っ
た
あ
と
笠
ヶ
岳
へ
の
稜
線
で
露
営
。
翌
日
、
笠
ヶ

岳
へ
登
っ
て
か
ら
穴
毛
谷
を
下
山
し
、
蒲
田
温
泉
に
泊
ま
っ
て
登
山

の
成
功
を
祝
っ
た
。

こ
の
双
六
谷
遡
行
は
、『
山
岳
』
第
9
年
第
3
号
（
大
正
4
年
3
月

日
発
行
）
の
附
録
に
「
飛
騨
雙
六
谷
」
と
題
し
た
詳
細
な
記
録
を

10載
せ
て
い
る
。
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こ
れ
は
全
行
程
の
日
誌
の
ほ
か
、
飛
騨
山
脈
の
地
理
、
地
質
か
ら

説
明
し
、
笠
ヶ
岳
の
こ
と
、
双
六
谷
の
位
置
、
伝
説
、
こ
の
地
方
の

山
に
関
す
る
方
言
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
詳
し
い
。
今
で
も
双
六
谷

に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
調
べ
て
あ
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
れ
は
そ
の
後
『
書
斎
の
岳
人
』（
昭
和
9
年
8
月
・
書
物
展
望
社

刊
）
に
、「
飛
騨
雙
六
谷
日
記
」
と
し
て
載
せ
て
あ
る
。

な
お
、
同
行
の
中
野
善
太
郎
も
『
山
岳
』
同
号
に
「
雙
六
谷
探
検

記
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。

『文
庫
』
掲
載
や
地
方
紙
な
ど
へ
の
投
稿

冒
頭
に
書
い
た
よ
う
に
、
小
島
は
志
賀
重
昂
の
『
日
本
風
景
論
』

を
読
ん
で
以
来
飛
騨
に
関
心
を
持
ち
、
書
物
で
研
究
を
重
ね
て
、
明

治

（
1
9
0
0
）
年
こ
ろ
か
ら
『
文
庫
』
に
飛
騨
に
関
す
る
記
事

33
を
載
せ
は
じ
め
た
。

「
飛
騨
客
信
」（『
文
庫
』
第

巻
第
1
号
・
明
治

年
）、
旅
先
か
ら

16

33

『
文
庫
』
の
記
者
五
十
嵐
白
蓮
に
あ
て
た
手
紙
で
、
飛
騨
の
誌
友
と
の

交
流
や
平
湯
温
泉
の
様
子
、
乗
鞍
登
山
の
こ
と
な
ど
が
詳
細
に
書
い

て
あ
る
。
翌
年
『
銀
河
』（
内
外
出
版
協
会
刊
）
に
収
録
さ
れ
た
。

「
飛
騨
山
水
談
」（『
文
庫
』
第

巻
第
4
号
5
号
・
明
治

年
）（『
文

16

33

庫
』
第

巻
第
1
号
2
号
・
明
治

年
）

17

34

こ
れ
は
前
年
果
た
し
た
乗
鞍
登
山
を
も
と
に
、
文
献
資
料
を
交
え

た
飛
騨
の
概
説
で
あ
っ
た
。

当
時
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
飛
騨
の
地
形
、
水
系
、
気
候

な
ど
が
詳
し
く
述
べ
て
あ
っ
た
た
め
、
珍
し
が
ら
れ
た
と
い
う
。
小

島
は
、

月
3
日
に
上
野
公
園
・
韻
松
亭
で
開
催
さ
れ
た
東
京
周
辺

11

の
誌
友
の
集
ま
り
「
松
風
会
」
で
、
こ
の
内
容
を
テ
ー
マ
に
講
演
し

大
好
評
を
博
し
た
。

後
で
こ
の
報
告
を
読
ん
だ
飛
騨
の
誌
友
か
ら
は
、
小
島
の
も
と
へ

感
想
、
批
評
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

前
年
、歓
迎
会
を
欠
席
し
た
前
越
千
穎
は
、「
飛
騨
を
語
る
の
な
ら
、

小
白
川
、
大
白
川
谷
を
見
て
か
ら
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
再
度
お
い

で
い
た
だ
き
た
い
。」
と
い
っ
た
趣
旨
の
手
紙
を
書
き
送
っ
て
い
る

し
、
地
理
、
地
名
な
ど
の
誤
記
を
指
摘
し
て
い
る
匿
名
の
文
も
見
ら

れ
る
（
い
ず
れ
も
『
文
庫
』
第

巻
に
掲
載
）。

12

ま
た
、
誌
友
会
「
斐
太
禿
筆
会
」
の
新
年
宴
会
で
は
、
余
興
の
福

引
で
「
烏
水
さ
ん
の
飛
騨
み
や
げ
」
と
か
け
て
景
品
の
大
風
呂
敷
が

広
げ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
を
も
ら
っ
た
今
井
天
邑
が
、「
し
ら
ま
弓
斐
太

の
美
哉
景
を
一
つ
ゝ
み
大
風
呂
敷
を
う
す
ゐ
ひ
ろ
げ
て
」
と
い
う
戯

れ
歌
を
詠
ん
だ
。

こ
の
か
ら
か
い
の
理
由
は
、「
飛
騨
山
水
談
」
に
白
川
村
な
ど
の
こ

と
を
あ
た
か
も
行
っ
て
見
た
よ
う
に
書
き
、
末
尾
に
「
こ
れ
か
ら
飛
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騨
山
水
が
飛
騨
の
人
文
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
就
い
て
、
卑
見
を
述
べ

よ
う
と
お
も
ひ
ま
す
。
次
号
完
結
」
と
書
き
な
が
ら
、
未
完
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。

読
書
の
人
小
島
の
博
引
傍
証
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
考
証
癖
が
、
粗
忽
、
早
飲
み
込
み
と
い
う
性
格
と
相
ま
っ
て
、
筆

が
走
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
。

｢乗
鞍
嶽
に
登
る
記
」（『
文
庫
』第

巻
第
4
号
・
第

巻
第
6
号
・

17

18

明
治

年
）

34
｢奥
飛
騨
」「
平
湯
温
泉
」「
奥
飛
騨
乗
鞍
嶽
の
絶
頂
」
に
分
か
れ
て

い
る
が
、
高
山
か
ら
の
平
湯
街
道
、
そ
し
て
、
平
湯
温
泉
の
様
子
が

詳
し
く
書
か
れ
て
い
て
面
白
い
。

丹
生
川
村
で
は
じ
め
て
乗
鞍
岳
を
近
く
に
望
み
、

｢あ
は
れ
乗
鞍
岳
よ
、
威
厳
あ
る
乗
鞍
岳
よ
、
昂
々
然
と
し
て

大
丈
夫
の
風
貌
あ
る
乗
鞍
岳
よ
、
草
枕
う
た
た
寝
の
夢
に
夢
み

た
る
を
、
今
初
め
て
見
参
に
入
り
た
る
乗
鞍
岳
よ
、
快
し
、
明

日
か
の
頂
に
跨
り
て
東
山
東
海
を
睥
睨
せ
む
か
。」

と
、
そ
の
喜
び
を
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
情
景
描
写
に
誇

張
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
少
年
期
か
ら
頼
山
陽
や
滝
沢
馬
琴
の
文

に
親
し
ん
で
、
身
に
付
い
て
い
た
漢
文
脈
の
影
響
だ
。

ま
た
平
湯
温
泉
で
は
、
当
時

軒
だ
っ
た
こ
と
、
夏
期
、
こ
こ
へ

14

は
3
0
0
名
か
ら
5
0
0
名
の
湯
治
客
が
来
る
こ
と
、混
浴
の
こ
と
、

婚
姻
制
度
の
こ
と
な
ど
克
明
な
人
文
地
理
的
観
察
を
書
き
綴
っ
て
い

る
。こ

の
「
乗
鞍
嶽
に
登
る
記
」
は
、
の
ち
に
『
山
水
無
儘
蔵
』（
明
治

年
7
月
3
日
・
隆
文
社
刊
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
頭

39に
は
、
島
崎
藤
村
が
「
紐
育
に
在
る
我
が
弟
に
」
と
し
て
、
序
文
を

寄
せ
て
い
る
。

な
お
、
当
時
府
立
三
中
に
在
学
し
て
い
た
芥
川
龍
之
介
が
、
こ
の

『
山
水
無
儘
蔵
』
や
『
日
本
山
水
論
』
を
読
ん
で
槍
ヶ
岳
へ
登
っ
た
と

い
う
。

｢梅
村
騒
動
」（『
文
庫
』
第

巻
第
6
号
・
明
治

年
）

17

34

明
治
2
年
、
飛
騨
で
起
き
た
大
規
模
な
騒
動
に
つ
い
て
書
い
て
い

る
。
こ
れ
は
、『
飛
騨
史
略
』、『
一
位
の
し
お
り
』、「
相
友
会
誌
」「
斐

太
雑
誌
」「
斐
州
」な
ど
を
読
み
、知
友
・
奥
田
喬
山
か
ら
借
り
た『
梅

村
速
水
』
に
依
っ
た
。

傑
材
な
が
ら
急
進
的
過
ぎ
て
飛
騨
人
の
反
感
を
買
い
、
失
脚
し
た

若
き
梅
村
知
事
の
悲
劇
を
、
飛
騨
人
で
も
な
く
歴
史
家
で
な
い
小
島

が
よ
く
調
べ
て
書
い
て
お
り
、
こ
の
歴
史
を
叙
述
す
る
力
強
い
文
体
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も
、
当
時
高
く
評
価
さ
れ
た
。

｢葛
天
氏
の
民
―
飛
騨
國
白
川
村
の
家
族
制
度
」（『
文
庫
』
第

巻
27

第
1
号
・
明
治

年
）
な
ど
。

37

今
で
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
合
掌
造
り
で
有
名
な
白
川
村
の

こ
と
を
実
に
よ
く
調
べ
て
あ
る
が
、
小
島
は
実
際
足
を
運
ん
で
い
な

い
。
参
考
に
し
た
文
献
は
、
雑
誌
『
社
会
』
に
あ
っ
た
高
木
正
義
「
飛

騨
国
白
川
村
の
風
俗
」
以
外
は
不
明
で
あ
る
。

明
治

（
1
9
0
3
）
年
に
は
「
飛
騨
縦
断
記
」
を
『
青
年
界
』

36

に
連
載
し
て
い
る
。

こ
れ
は
明
治

（
1
9
0
0
）
年

月
、
乗
鞍
岳
へ
登
る
た
め
に

33

10

岐
阜
か
ら
飛
騨
の
金
山
に
入
っ
て
か
ら
高
山
、
平
湯
、
そ
し
て
高
原

川
沿
い
を
富
山
に
出
る
ま
で
の
紀
行
文
で
あ
る
。

｢益
田
川
の
遡
る
記
」「
中
山
七
里
の
記
」「
飛
騨
高
山
の
記
」「
高

原
川
の
記
」「
越
中
に
入
る
記
」
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
飛
騨

の
様
子
が
よ
く
わ
か
っ
て
面
白
い
。
こ
れ
も
の
ち
に『
山
水
無
儘
蔵
』

に
収
録
さ
れ
た
。

明
治

（
1
9
0
5
）
年
7
月
に
は
、「
飛
騨
山
水
談
」
な
ど
を
含

38

ん
だ
過
去
5
年
間
の
集
大
成
と
い
え
る
『
日
本
山
水
論
』
を
隆
文
社

か
ら
上
梓
。
志
賀
の
『
日
本
風
景
論
』
同
様
日
本
の
国
土
と
自
然
を

称
え
た
も
の
だ
っ
た
が
、
体
験
し
た
登
山
に
つ
い
て
多
く
語
っ
て

あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
青
年
た
ち
に
大
き
な
影
響
与
え
、
辻
村
太
郎

や
加
納
一
郎
も
感
化
さ
れ
た
と
い
う
。

明
治

（
1
9
0
8
）
年
、
地
元
紙
「
高
山
新
報
」
1
0
9
号
（
8

41

月

日
付
）
1
1
0
号
（
9
月
5
日
付
）
に
「
飛
騨
國
印
象
記
」
を

25
載
せ
て
い
る
。

こ
の
年
の
夏
、
高
頭
式
、
高
野
鷹
蔵
と
共
に
越
中
か
ら
飛
騨
へ
入

り
、
船
津
で
1
泊
、
高
山
で
3
泊
し
て
、
住
廣
造
な
ど
飛
騨
山
岳
会

員
に
歓
待
さ
れ
た
。

こ
の
時
通
過
し
た
飛
騨
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
だ
が
、「
産
業
が

見
当
た
ら
な
い
飛
騨
は
、
将
来
的
に
飛
騨
山
脈
を
観
光
資
源
と
し
て

利
用
す
べ
き
だ
。
船
津
高
山
間
に
は
人
力
車
し
か
通
っ
て
お
ら
ず
、

道
路
整
備
が
必
要
。」
な
ど
と
、
現
代
に
も
通
じ
る
多
く
の
提
言
を
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
古
い
高
山
の
町
並
み
の
保
存
を
訴
え
て
お
り
、

そ
の
先
見
の
明
に
は
驚
く
。

明
治

（
1
9
1
0
）
年
か
ら
大
正
4
年
（
1
9
1
5
）
に
か
け

43

て
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
4
巻
が
前
川
文
栄
閣
か
ら
発
刊
さ
れ
た
。
こ

れ
は
日
本
近
代
の
出
版
文
化
史
の
な
か
で
画
期
的
名
品
と
言
わ
れ
て
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い
る
。

こ
の
う
ち
第
2
巻
に
は
、「
日
本
ア
ル
プ
ス
風
景
論
―
日
本
北
ア

ル
プ
ス
の
境
域
及
び
飛
騨
山
脈
な
る
名
称
」
と
題
し
、
飛
騨
は
一
国

の
名
を
冠
せ
ら
れ
た
飛
騨
山
脈
を
誇
る
べ
き
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。

「（
前
略
）
飛
騨
山
脈
な
る
語
は
、
明
治
二
十
一
年
に
世
に
公

に
せ
ら
れ
た
、
理
學
博
士
故
原
田
豊
吉
氏
の
有
名
な
る
「
日
本

群
島
地
質
構
造
論
」
で
、
初
め
て
新
稱
と
し
て
命
ぜ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
本
邦
に
は
四
國
山
系
、
関
東
山
脈
、
蝦
夷
山
系
等
、

汎
稱
的
山
脈
の
名
は
あ
る
が
、
一
國
の
名
を
冠
さ
れ
た
の
は
、

唯
一
の
飛
騨
山
脈
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

今
日
で
は
飛
騨
國
は
、
そ
の
春
慶
塗
と
一
位
細
工
を
有
す
る

が
故
に
、
傳
は
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
て
、
日
本
最
大
最
高
の

飛
騨
山
脈
を
有
す
る
に
依
っ
て
、
我
々
の
耳
に
痛
切
に
響
く
の

で
あ
る
。

私
は
飛
騨
の
新
聞
に
寄
書
し
て
、飛
騨
の
國
都
な
る
高
山
町
、

古
川
町
、
船
津
町
が
假
に
亡
失
し
た
と
し
て
も
、
日
本
國
全
體

に
は
格
別
の
影
響
も
及
ぼ
す
ま
い
が
、
も
し
飛
騨
山
脈
が
消
滅

し
と
し
た
ら
、
日
本
國
土
の
上
に
は
測
る
可
ら
ざ
る
ほ
ど
に
重

大
な
結
果
を
来
す
で
あ
ら
う
と
言
っ
た
が
、
日
本
北
ア
ル
プ
ス

の
全
部
に
、
そ
の
國
名
を
冠
せ
ら
れ
た
の
は
、
飛
騨
の
大
な
る

名
譽
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
日
本
北
ア
ル
プ
ス
を
措
い
て

飛
騨
を
不
朽
に
博
へ
る
も
の
が
、
現
今
在
る
と
い
ふ
人
が
あ
っ

た
な
ら
、
私
は
先
づ
其
人
の
眼
瞼
を
検
査
し
て
も
ら
ひ
た
い
の

で
あ
る
。（
後
略
）」

『飛
騨
史
壇
』
第
1
巻
第
1
号
（
大
正
3
年
8
月
）
に
は
、「
山
の

町
」
と
題
し
て
、
小
島
が
好
み
、
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
高
山
の
町

の
美
し
さ
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

｢（
前
略
）
私
の
考
へ
で
は
、
飛
騨
高
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
は
、

山
國
の
都
市
に
通
有
す
る
、
粗
野
な
、
も
し
く
は
野
蛮
な
る
不

快
感
が
な
い
。
さ
う
し
て
都
市
と
し
て
の
色
彩
も
、
空
氣
も
、

不
思
議
な
ほ
ど
典
雅
で
あ
る
。
落
ち
つ
い
て
ゐ
て
、
一
千
年
の

古
都
に
で
も
ゐ
る
や
う
な
感
じ
が
す
る
。
何
故
と
い
ふ
と
、
高

山
町
の
市
街
は
、盆
地
の
東
に
偏
し
て
市
街
を
作
つ
て
ゐ
る
が
、

そ
の
市
街
を
宮
川
が
東
西
に
劃
つ
て
南
北
に
貫
流
し
て
ゐ
る
。

そ
の
外
に
、
江
名
子
川
が
町
の
東
部
を
流
れ
、
屈
折
し
て
宮
川

に
合
し
て
ゐ
る
が
、
要
す
る
に
、
宮
川
が
市
の
大
動
脈
に
な
つ

て
ゐ
て
、
繁
華
な
る
市
は
、
宮
川
の
畔
に
建
設
さ
れ
て
ゐ
る
。

宮
川
は
京
都
に
於
け
る
鴨
河
の
位
置
を
占
め
て
ゐ
る
、
河
畔
に
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は
楊
柳
も
茂
つ
て
ゐ
る
、
そ
の
陰
に
人
家
が
あ
る
、
水
の
都
で

あ
る
點
に
於
て
、
高
山
は
京
都
に
似
て
ゐ
る
、『
飛
騨
之
高
山
』

と
い
ふ
本
に
は
、
高
山
町
の
山
川
の
位
置
と
、
風
光
と
、
井
然

た
る
街
衛
が
、
京
都
の
悌
を
存
す
る
た
め
、
昔
か
ら
小
京
華
の

稱
が
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
小
京
都
―
高
山
町
の
特
色
は
こ
の

三
字
で
言
ひ
盡
く
さ
れ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
は
他
の
山

岳
都
市
の
や
う
な
生
硬
粗
野
の
悌
が
な
い
。

古
典
的
な
批
目
春
慶
塗
や
、
一
位
細
工
や
、
一
刀
彫
や
、
澁

草
燒
の
出
来
る
國
、
殆
ん
ど
風
が
吹
い
た
こ
と
が
な
く
、
雨
の

日
も
横
降
り
が
し
な
い
か
ら
、
傘
一
本
で
衣
物
の
濡
れ
た
例
が

な
い
と
い
ふ
國
、
晝
間
大
通
り
に
車
の
昔
の
滅
多
に
聞
え
な
い

國
、
繪
の
や
う
な
女
の
や
う
な
、
夢
の
や
う
に
美
し
い
國
、
ど

う
し
て
欧
洲
ア
ル
プ
ス
に
、
こ
ん
な
町
が
あ
る
も
の
か
、
日
本

ア
ル
プ
ス
で
さ
へ
外
に
無
い
の
だ
も
の
！
」

な
お
、
こ
の「
山
の
町
」は
、
同
じ
時
期
に
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
第

4
巻
（
大
正
4
年
7
月
・
前
川
文
栄
閣
刊
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

浮
世
絵
や
西
洋
版
画
の
収
集
家
、
研
究
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い

た
小
島
は
、
大
正
4
（
1
9
1
5
）
年
2
月
発
刊
の
『
飛
騨
史
壇
』

第
1
巻
第
5
号
に
、「
江
戸
錦
絵
に
描
か
れ
る
飛
騨
の
山
水
」
を
書
い

て
い
る
。

葛
飾
北
斎
の
「
諸
國
名
橋
奇
観
」
に
出
て
く
る
「
飛
越
の
境
つ
り

は
し
」、
京
伝
作
の
『
大
磯
俄
之
練
物
』
後
編
に
初
代
歌
川
豊
國
が
描

い
た
「
飛
騨
神
通
川
籠
渡
し
」、
廣
重
の
「
六
十
餘
州
名
所
図
会
」
に

あ
る
「
飛
騨
籠
わ
た
し
」
な
ど
5
つ
の
作
品
を
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
情
景
や
作
品
が
生
ま
れ
た
経
緯
な
ど
を
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
飛
騨
の
籠
渡
し
や
吊
り
橋
を
は
じ
め
て
描
い
て
世
に
出

し
た
の
は
、
飛
騨
の
国
学
者
・
津
野
滄
洲
と
二
木
長
嘯
で
あ
る
と
し
、

北
斎
は
滄
洲
の
絵
を
参
考
に
し
て
い
る
と
も
書
い
て
い
て
、
そ
の
博

識
に
は
驚
く
。

こ
の
「
江
戸
錦
絵
…
…
」
は
、『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
第
4
巻
（
大
正

4
年
7
月
・
前
川
文
栄
閣
刊
）
に
も
載
っ
て
い
る
が
、『
飛
騨
史
壇
』

が
初
出
で
あ
る
。

小
島
の
伝
記
『
小
島
烏
水
―
山
の
風
流
使
者
伝
』
の
著
者
・
近
藤

信
行
氏
は
、「
小
島
の
前
半
生
は
、
大
正
3
年
の
双
六
谷
探
検
、
大
正

4
年
の
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
全
4
巻
完
成
で
区
切
る
の
が
よ
い
か
も

し
れ
な
い
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
飛
騨
人
と
の
交
わ
り
も
ち
ょ
う
ど

こ
の
時
期
ま
で
で
あ
っ
た
。

小
島
は
大
正
4
年
（
1
9
1
5
）、
社
命
で
日
本
を
離
れ
、
ア
メ
リ

カ
で

年
間
在
勤
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

11
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小
島
の
不
在
で
、
飛
騨
在
住
の
日
本
山
岳
会
員
は
次
第
に
中
央
と

の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
て
ゆ
き
、
住
、
二
木
以
外
は
退
会
す
る
会
員

が
続
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
飛
騨
山
岳
会
自
体
も
、『
山
岳
』
第
11

年
第
1
号
（
大
正
5
年

月

日
発
行
）
で
名
簿
か
ら
の
削
除
が
報

10

20

じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
ア
メ
リ
カ
勤
務
か
ら
帰
っ
た
小
島
は
、
飛
騨
地
方
へ
出
か

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
住
や
旧
禿
筆
会
員
と
の
手
紙
の
や
り
と

り
は
続
け
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
友
人
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
、
昭
和

に
な
っ
て
か
ら
以
下
の
文
を
書
き
、
変
ら
な
い
健
筆
ぶ
り
を
示
し
て

い
る
。

小
島
は
西
茂
住
の
旧
越
中
西
街
道
上
に
あ
る
凡
兆
の
句
碑
に
つ
い

て
関
心
を
示
し
、『
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
手
記
』（
昭
和

年
8
月
・
書

11

物
展
望
社
刊
）に「
飛
騨
山
中
に
あ
る
凡
兆
の
句
碑
」と
い
う

ペ
ー

10

ジ
に
わ
た
る
研
究
文
を
書
い
て
い
る
。

小
島
は
何
回
も
飛
騨
へ
訪
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
句

碑
を
見
損
な
っ
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
が
、「
飛
騨
山
中
に
於

け
る
凡
兆
の
鷹
の
巣
の
句
碑
く
ら
い
、
四
圍
の
自
然
と
、
情
景
が
融

合
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
恐
ら
く
な
い
」
な
ど
と
、
あ
た
か

も
実
際
に
見
た
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。

凡
兆
は
元
禄
年
間
、
越
中
か
ら
籠
の
渡
し
で
飛
騨
へ
入
っ
た
が
、

山
道
が
あ
ま
り
に
も
険
阻
で
日
が
暮
れ
か
か
り
、
そ
の
時
の
情
景
を

「
鷲
の
巣
の
樟
の
枯
枝
に
日
は
入
り
ぬ
」
と
詠
ん
だ
と
い
う
。

小
島
は
文
学
者
ら
し
く
こ
の
句
の
詳
し
い
解
説
を
行
な
い
、
江
戸

期
に
こ
の
句
を
越
中
街
道
上
の
自
然
石
に
刻
ま
せ
た
高
山
の
俳
句
結

社
・
雲
橋
社
の
宗
匠
・
蘭
亭
歩
簫
の
こ
と
ま
で
よ
く
調
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
歩
簫
が
「
蕉
門
十
哲
」
か
ら
も
れ
て
い
る
不
遇
の
俳
人

凡
兆
を
、
自
著
に
「
蕉
門
十
指
」
の
一
人
と
し
て
書
き
、
崇
め
て
い

る
の
は
見
識
が
凡
で
な
い
と
い
た
く
褒
め
て
い
る
が
、
小
島
の
眼
識

も
凡
で
な
い
。

『
偃
松
の
匂
ひ
』（
昭
和

年
9
月
・
書
物
展
望
社
刊
）
に
は
「
飛
騨

12
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笠
ヶ
岳
の
早
期
登
山
者
円
空
・
南
裔
、
播
隆
」
と
題
し
た
研
究
文
を

載
せ
、「
播
隆
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
に

登
っ
た
南
裔
和
尚
の
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
」
と
し
、
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

｢私
が
特
筆
し
た
い
の
は
、
笠
ヶ
岳
の
第
一
登
山
者
は
飛
騨

國
高
山
宗
猷
寺
の
南
裔
和
尚
が
、
今
よ
り
一
五
三
年
前
の
天
明

三
年
（
丁
度
浅
間
山
が
噴
火
し
た
年
）
六
月
一
八
日
に
第
一
登

山
し
て
い
る
こ
と
だ
」

｢然
る
に
笠
ヶ
岳
は
、
日
本
北
ア
ル
プ
ス
中
の
高
嶺
と
し
て

は
、
唯
一
飛
騨
全
領
の
山
で
あ
る
。
そ
し
て
開
山
の
南
裔
和
尚

は
、
飛
騨
に
生
ま
れ
、
飛
騨
で
入
寂
し
、
飛
騨
に
葬
ら
れ
て
い

る
。
飛
騨
山
脈
の
名
に
負
え
る
北
ア
ル
プ
ス
に
、
笠
ヶ
岳
な

か
っ
た
ら
、
そ
し
て
そ
の
笠
ヶ
岳
に
南
裔
和
尚
が
第
一
登
山
者

の
名
を
刻
ま
な
っ
た
ら
そ
れ
は
飛
騨
岳
人
の
伝
統
の
上
に
、
寂

し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。」

そ
し
て
、
南
裔
和
尚
の
こ
と
を
詳
し
く
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は

前
述
し
た
よ
う
に
、
住
廣
造
か
ら
も
ら
っ
た
『
飛
騨
遺
乗
合
府
』
の

な
か
の
「
高
原
舊
事
」、
そ
し
て
、
昭
和
5
年
9
月
に
「
飛
騨
毎
日
新

聞
」
に
連
載
さ
れ
た
高
山
の
郷
土
史
家
・
笠
原
烏
丸
の
「
笠
ヶ
岳
と

そ
の
開
祖
」
と
い
う
連
載
記
事
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

一
般
の
飛
騨
人
は
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
南
裔
の
こ
と
を
知
っ

た
が
、
小
島
は
早
く
も
こ
の
時
期
に
、
他
国
生
ま
れ
の
播
隆
上
人
よ

り
、
飛
騨
の
南
裔
和
尚
を
顕
彰
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。

飛
騨
の
山
水
と
人
を
こ
よ
な
く
愛
し
、「
一
国
の
名
を
冠
せ
ら
れ

た
飛
騨
山
脈
の
名
を
誇
る
べ
き
」
と
言
い
、
高
山
の
町
を
京
都
の
よ

う
に
典
雅
だ
と
い
ち
は
や
く
褒
め
て
く
れ
た
小
島
烏
水
の
こ
と
を
、
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飛
騨
人
は
今
後
も
忘
れ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈
主
な
参
考
文
献
〉

『飛
騨
史
壇
』
飛
騨
史
談
会

『飛
騨
山
川
』
住
廣
造

『佐
久
良
組
の
人
々
』
住

斉

『ふ
る
さ
と
の
あ
し
あ
と
』
上
宝
郷
土
研
究
会
会
報
・
第
五
号

『山
刀
・
創
立
百
周
年
記
念
特
別
号
』
飛
騨
山
岳
会

『飛
騨
人
物
事
典
』
高
山
市
民
時
報
社

『山
水
無
儘
蔵
』
小
島
烏
水

隆
文
社

『日
本
ア
ル
プ
ス
』
復
刻
全
4
巻

小
島
烏
水

大
修
館
書
店

『ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
手
記
』
復
刻

小
島
烏
水

大
修
館
書
店

『偃
松
の
匂
ひ
』
小
島
烏
水

書
物
展
望
社

『日
本
登
山
史
』
山
崎
安
治

白
水
社

『小
島
烏
水
全
集
』
全

巻

大
修
館
書
店

14

『小
島
烏
水
―
山
の
風
流
使
者
伝
』
上
・
下

近
藤
信
行

平
凡
社

『山
岳
』
日
本
山
岳
会

『日
本
山
岳
会
百
周
年
史
』
日
本
山
岳
会

『志
賀
重
昂
全
集
』
全
8
巻

志
賀
重
昂
刊
行
会

昭
和
3
年

『日
本
風
景
論
』
復
刻
版

日
本
山
岳
会
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図

書

紹

介

鹿
野
勝
彦
著

『ヒ
マ
ラ
ヤ
縦
走

｢鉄
の
時
代
｣の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
』

1
9
7
0
年
代
か
ら
1
9
8
0
年
代
、
著
者
が
参
加
し
た
6
つ
の
ヒ
マ

ラ
ヤ
登
山
に
つ
い
て
の
興
味
あ
る
記
録
で
あ
る
。
す
で
に
半
世
紀
を
経
た

物
語
だ
が
、
と
り
わ
け
「
会
心
の
山
」
と
い
ま
も
呼
ぶ
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ

登
山
を
中
心
と
し
て
お
り
、
読
ん
で
い
て
こ
の
よ
う
な
内
容
は
今
後
書
か

れ
る
こ
と
が
な
い
貴
重
な
記
録
で
は
な
い
か
、
と
の
感
慨
を
抱
い
た
。

鹿
野
の
初
め
て
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
の
接
点
は
、
小
学
5
年
生
の
時
だ
っ
た

と
い
う
。
映
画
『
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
征
服
』
を
見
て
、
登
山
の
世
界
に
強
く

惹
か
れ
た
。
都
立
日
比
谷
高
校
山
岳
部
に
入
っ
て
5
月
の
連
休
の
3
日

間
、
谷
川
岳
の
一
ノ
倉
沢
で
ひ
た
す
ら
雪
渓
訓
練
を
や
っ
た
。

焚
き
火
を
囲
ん
で
の
最
後
の
夜
、
コ
ー
チ
で
来
て
い
た
Ｏ
Ｂ
の
杉
山
康

之
助
の
ひ
と
言
が
鹿
野
の
そ
の
後
を
決
め
た
。

「
お
前
達
、
何
で
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
た
か
わ
か
る
か
。
お
前
達
は
将
来

必
ず
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
く
。
こ
の
合
宿
は
そ
の
第
一
歩
な
ん
だ
」
鹿
野
に

と
っ
て
杉
山
は
ほ
ん
と
う
に
厳
し
い
先
輩
だ
っ
た
。

「
自
分
に
限
っ
て
い
え
ば
、
杉
山
さ
ん
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
彼

以
外
の
誰
か
を
怖
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
早
世
し
た
杉

山
さ
ん
に
、
面
と
向
か
っ
て
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
な
ど
と
い
う
機
会

は
な
か
っ
た
」

1
9
6
5
年
、
鹿
野
は

歳
の
時
に
東
大
ス
キ
ー
山
岳
部
（
Ｔ
Ｕ
Ｓ
Ａ

23

Ｃ
）
の
キ
ン
ヤ
ン
・
キ
ッ
シ
ュ
隊
に
参
加
し
た
。「
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
け
さ
え

す
れ
ば
」
と
い
う
気
持
ち
で
の
参
加
だ
っ
た
が
、
7
0
0
0
ｍ
付
近
で
崩

落
が
発
生
、
1
人
が
犠
牲
に
な
る
と
い
う
遭
難
が
起
き
た
。「
私
た
ち
は

キ
ン
ヤ
ン
・
キ
ッ
シ
ュ
に
挑
む
に
は
あ
ま
り
に
未
熟
だ
っ
た
。
換
言
す
れ

ば
事
故
が
起
き
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
」
と
鹿
野
は
書
い
て
い
る
。

鹿
野
は
、
専
攻
を
文
化
人
類
学
と
決
め
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
目
指

し
な
が
ら
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
プ
ロ
」
を
目
指
し
て
い
た
。

1
9
7
0
年
エ
ベ
レ
ス
ト
（
日
本
山
岳
会
隊
）、
1
9
7
1
年
チ
ュ
ー
レ

ン
・
ヒ
マ
ー
ル
（
Ｔ
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｃ
）、
1
9
7
3
年
再
度
の
エ
ベ
レ
ス
ト
（
Ｒ

Ｃ
Ｃ
Ⅱ
隊
に
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
参
加
）。
し
か
し
、
毎
年
の
よ
う
に

大
き
な
組
織
の
隊
員
と
な
っ
て
自
分
の
役
割
を
見
出
し
て
い
く
う
ち
、
ナ
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ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
縦
走
に
強
く
惹
か
れ
た
。

鹿
野
に
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
計
画
を
誘
っ
た
の
は
、
上
智
大
学
山
岳
部
Ｏ

Ｂ
の
梶
正
彦
だ
っ
た
。
梶
は

年
の
イ
ン
ド
山
行
に
参
加
し
て
お
り
、
そ

69

の
縁
で
イ
ン
ド
登
山
財
団（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）の
総
裁
、サ
リ
ン
氏
と
親
し
く
な
っ

て
い
た
。
イ
ン
ド
が
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
を
開
放
す
る
と
の
情
報
を
得
て
、

一
緒
に
や
り
ま
せ
ん
か
、
と
言
っ
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
と
い
う
山
の
魅
力
は
大
き
か
っ
た
。
そ

れ
以
前
に
参
加
し
て
い
た「
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ（
1
9
7
0
年
日
本
山
岳
会
）、

チ
ュ
ー
レ
ン
・
ヒ
マ
ー
ル
（
1
9
7
1
年
、
東
大
）、
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
（
1

9
7
3
年
、
第
2
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ
）
と
い
う
、
そ
の
前
5
年
間
に
鹿
野
が
参
加

し
た
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
3
回
の
登
山
隊
に
か
な
り
の
い
ら
だ
ち

を
感
じ
て
い
た
。」（
2
0
0
6
年
6
月
の
日
本
山
岳
会
会
報
「
山
」
に
鹿

野
は
「
ナ
ン
ダ
デ
ヴ
ィ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
日
本
山
岳
会
」
と
い
う
一
文

を
寄
せ
て
い
る
。）

鹿
野
は
、
何
に
い
ら
だ
っ
て
い
た
の
か
。

「
ま
ず
登
山
隊
な
い
し
隊
員
の
、
目
的
意
識
の
あ
い
ま
い
さ
、
で
あ
る
」

と
、
鹿
野
の
主
張
は
明
快
で
あ
る
。

1
9
7
0
年
も
1
9
7
3
年
も
「
南
西
壁
か
ら
の
登
頂
を
主
目
的
と
し

て
か
か
げ
て
い
た
が
、
本
当
に
全
力
を
投
入
し
た
と
い
え
る
の
か
。
む
し

ろ
、
い
つ
の
間
に
か
『
世
界
最
高
峰
の
頂
上
に
日
本
人
と
し
て
、
だ
っ
た
。

な
い
し
秋
季
に
は
じ
め
て
』
登
頂
す
る
と
い
っ
た
よ
り
安
易
な
目
標
に
す

り
か
え
ら
れ
、
そ
の
『
成
功
』
に
満
足
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。」

ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
は
、
イ
ン
ド
北
部
の
ガ
ル
ワ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東

に
位
置
す
る
双
耳
峰
だ
。
主
峰
（
西
峰
）
は
7
8
1
6
ｍ
、
東
峰
は
7
4

3
4
ｍ
で
2
つ
の
峰
の
距
離
は
3
㎞
。
名
だ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
探
検
家

が
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
が
、
リ
シ
・
ガ
ン
ガ
の
ゴ
ル
ジ
ュ
を
踏
査
し
、

初
め
て
内
院
へ
の
ル
ー
ト
を
開
い
た
の
は
1
9
3
4
年
、
シ
プ
ト
ン
と

テ
ィ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。
1
9
3
6
年
8
月
に
は
テ
ィ
ル
マ
ン
率

い
る
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
同
隊
が
内
院
に
Ｂ
Ｃ
を
設
け
、
南
稜
か
ら

主
峰
に
初
登
頂
し
た
。

そ
し
て
、
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
縦
走
の
ア
イ
デ
ア
を
ひ
っ
さ
げ
て
「
い
つ

か
あ
る
日
」
の
詩
で
知
ら
れ
る
あ
の
デ
ュ
プ
ラ
が
登
場
す
る
。「
リ
シ
・
ガ

ン
ガ
の
突
破
に
時
間
を
費
や
し
た
た
め
、
よ
う
や
く
内
院
の
Ｂ
Ｃ
に
入
っ

て
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
休
養
を
取
ら
ぬ
ま
ま
、
縦
走
を
め
ざ
し
て
主
峰
南
稜

を
登
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
ま
ま
帰
ら
な
か
っ
た
デ
ュ
プ
ラ
は
、
い
っ
た
い
な

に
を
考
え
て
い
た
の
か
」
と
鹿
野
は
書
き
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
縦
走
。
そ
れ
も
複
数
の
ピ
ー
ク
を
結
ぶ
縦
走
を
目
的
に
掲

げ
た
登
山
隊
は
、
デ
ュ
プ
ラ
の
隊
以
降
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。（
中
略
）
な
ぜ

ヒ
マ
ラ
ヤ
で
は
縦
走
が
目
標
に
な
り
に
く
い
の
か
」

そ
し
て
、
縦
走
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
地
味
な
存

在
で
あ
る
サ
ポ
ー
ト
隊
が
実
は
縦
走
隊
の
動
き
に
合
わ
せ
て
行
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
「
よ
り
困
難
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
」
と
。

こ
こ
ま
で
読
ん
で
、
私
は
鹿
野
の
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

気
が
し
た
。
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「
縦
走
登
山
に
は
、
ラ
グ
ビ
ー
な
ど
で
い
う
オ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
・
ワ
ン
、

ワ
ン
・
フ
ォ
ー
・
オ
ー
ル
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
が
求
め
ら
れ
る
」
サ
ポ
ー
ト
隊

も
〝
主
役
〞
に
な
る
。
そ
ん
な
山
登
り
を
鹿
野
は
考
え
、
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ

で
そ
れ
を
実
現
し
た
の
だ
。

年
の
第
2
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ
隊
で
知
り
合
っ
た
最

73

高
の
登
攀
メ
ン
バ
ー
が
鹿
野
の
も
と
に
集
ま
っ
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
企
画
を
も
ち
こ
ん
だ
隊
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
役
、
隊
長
の
鹿

野
と
参
謀
格
の
梶
の
相
性
も
良
か
っ
た
。

鹿
野
が
何
よ
り
も
心
が
け
た
の
は
、
仲
間
達
と
の
綿
密
な
話
し
合
い

だ
っ
た
。
毎
週
の
よ
う
に
鹿
野
の
狭
い
ア
パ
ー
ト
に
集
ま
り
、
タ
ク

テ
ィ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

1
9
7
6
年
6
月

日
。
鹿
野
の
交
信
記
録
は
感
動
的
で
あ
る
。（
以

15

下
、
本
書
か
ら
一
部
引
用
）

加
藤
保
男
か
ら
連
絡
が
入
っ
た
。

「
け
っ
こ
う
風
が
強
い
で
す
。
ど
こ
で
待
つ
か
、
場
所
を
探
し
て
ま
す
」

と
加
藤
。

そ
の
声
が
突
然
う
わ
ず
っ
た
。

「
む
こ
う
か
ら
縦
走
隊
が
来
ま
す
。
あ
と

メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
す
。
聞

20

こ
え
ま
す
か
」

す
ぐ
に
4
人
の
悲
鳴
の
よ
う
な
声
と
激
し
い
息
づ
か
い
流
れ
て
来
た
。

風
と
ノ
イ
ズ
で
な
に
を
言
っ
て
い
る
の
か
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な
か
っ
た

が
、
し
か
し
そ
れ
は
確
か
に
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
縦
走
の
成
功
を
意
味
し
て

い
た
。

一
方
が
長
い
時
間
待
つ
こ
と
に
な
れ
ば
、
高
所
で
の
待
機
は
辛
い
も
の

に
な
る
。
ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
で
は
そ
れ
が
奇
跡
的
に
う
ま
く
い
っ
た
。

「
私
が
や
っ
て
き
た
な
か
で
、
快
心
の
山
登
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
縦
走
で
あ
る
」
そ
う
、
鹿
野
は
書
い
て
い
る
。

「
ヒ
マ
ラ
ヤ

夢
か
ら
目
標
へ
」
の
中
で
鹿
野
は
、
小
学
校
5
年
生
の
時
、

英
国
隊
の
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
を
知
り
、
自
分
も
い
つ
か
ヒ
マ
ラ
ヤ
と
い
う

と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
た
い
、
と
夢
想
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
英
国
隊
の
記

録
映
画
を
見
て
そ
の
思
い
は
強
ま
り
、
日
比
谷
高
校
に
入
っ
て
す
ぐ
山
岳

部
に
入
る
。
そ
し
て
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
杉
山
康
之
助
と
の
出
会

い
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

少
し
小
さ
な
記
憶
を
た
ど
る
こ
と
を
許
し
て
ほ
し
い
。

1
9
5
9
年

月
、
私
た
ち
東
京
外
国
語
大
学
山
岳
部
は
厳
冬
期
の
滝

12

谷
を
目
指
し
て
北
穂
南
稜
か
ら
頂
上
に
テ
ン
ト
を
張
っ
た
。
私
を
含
む
新

人
は
全
員
テ
ン
ト
泊
だ
っ
た
が
、
滝
谷
を
ね
ら
う
上
級
部
員
は
北
穂
小
屋

に
入
り
、
吹
雪
で
動
け
な
い
日
、
小
屋
で
時
間
を
過
ご
し
た
。
そ
こ
に
日

比
谷
高
校
Ｏ
Ｂ
の
杉
山
康
之
助
ら
が
い
た
。
当
時
私
と
は
4
歳
し
か
違
わ

な
い
の
に
、
こ
の
高
校
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
（
早
大
生
だ
っ
た
）
は
、
す
で
に

風
格
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ク
レ
レ
片
手
に
歌
っ
て
く
れ
た
声
が
な
ん

と
も
良
か
っ
た
。

こ
の
時
、
杉
山
パ
ー
テ
ィ
は
第
2
尾
根
Ｐ
2
フ
ラ
ン
ケ
積
雪
期
初
登
を
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や
っ
て
の
け
た
。
杉
山
は
の
ち
毎
日
新
聞
記
者
と
し
て
活
躍
、
人
気
コ
ラ

ム
「
憂
楽
帳
」
な
ど
で
健
筆
を
揮
っ
た
が
、
1
9
7
9
年
3
月
、
船
橋
駅

近
く
の
バ
ー
の
急
な
階
段
か
ら
転
落
、
意
識
を
な
く
し
、

歳
の
生
涯
を

43

終
え
た
。
彼
の
文
章
と
友
人
た
ち
の
寄
稿
を
ま
と
め
た
遺
稿
集
『
御
意
見

無
用
』
が
仲
間
達
の
手
で
出
版
さ
れ
た
。

本
書
は
な
ぜ
、ナ
ン
ダ
・
デ
ヴ
ィ
が
良
か
っ
た
の
か
。
ど
ん
な
点
で「
2

つ
の
エ
ベ
レ
ス
ト
」
は
魅
力
的
で
な
か
っ
た
の
か
、
を
語
り
つ
つ
、
同
時

に
、
1
9
7
0
年
代
、「
ヒ
マ
ラ
ヤ
鉄
の
時
代
」
と
い
わ
れ
た
時
代
の
貴
重

な
記
録
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
江
本
嘉
伸
)

小
松
由
佳
著

『人
間
の
土
地
へ
』

小
松
由
佳
さ
ん
と
い
う
名
前
は
、
多
く
の
会
員
に
と
っ
て
、
日
本
人
女

性
初
の
Ｋ
2
登
頂
者
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
方
が
多
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
私
も
そ
の
1
人
で
あ
る
が
、
Ｋ
2
登
頂
以
降
の
彼
女
の
半

生
に
は
、
驚
く
ほ
か
な
い
。

本
書
は
、

歳
で
「
世
界
で
最
も
困
難
な
山
」
と
称
さ
れ
る
Ｋ
2
を
登

24

頂
し
た
著
者
が
、
そ
の
過
酷
な
経
験
を
原
点
に
、
自
然
と
と
も
に
生
き
る

人
間
の
姿
を
求
め
、
高
所
登
山
か
ら
離
れ
、「
今
世
紀
最
大
の
人
道
危
機
」

と
言
わ
れ
る
シ
リ
ア
内
戦
の
目
撃
者
と
な
る
激
動
の
半
生
と
、
内
戦
に
生

き
る
人
々
の
姿
を
希
望
と
祈
り
を
込
め
て
描
か
れ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
。

著
者
は
1
9
8
2
年
、
秋
田
県
生
ま
れ
。
高
校
時
代
か
ら
山
登
り
を
始

め
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
憧
れ
を
抱
く
。
女
性
部
員
の
い
な
か
っ
た
東
海
大
学
山

岳
部
に
入
り
、
大
学
4
年
生
の
と
き
に
主
将
と
し
て
、
ド
ル
ク
ン
・
ム
ス

タ
ー
グ
（
6
3
5
5
ｍ
）
で
初
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
。
2
0
0
6
年
、
世
界
第
2

位
の
高
峰
Ｋ
2
（
8
6
1
1
ｍ
）
に
日
本
人
女
性
と
し
て
初
め
て
登
頂
。

同
年
、
植
村
直
己
冒
険
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

物
語
は
著
者
の
原
点
で
あ
る
、
Ｋ
2
登
頂
と
そ
の
直
後
の
危
険
な
下
山

の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
登
頂
の
時
間
の
遅
れ
か
ら
そ
の
夜
8
2
0
0
ｍ
地

点
で
苛
酷
な
ビ
バ
ー
ク
と
な
っ
た
。
死
と
隣
合
わ
せ
の
ビ
バ
ー
ク
の
の

ち
、
翌
日
深
夜
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
で
仲
間
に
迎
え
ら
れ
た
と
き
、「
人
は
何

か
を
成
し
遂
げ
た
り
、
何
か
を
残
さ
な
く
と
も
、
た
だ
そ
こ
に
生
き
て
い

る
こ
と
が
す
で
に
特
別
で
、
尊
い
の
だ
」
と
い
う
深
い
感
慨
を
抱
く
。

遠
征
に
お
け
る
ポ
ー
タ
ー
た
ち
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
自
然
の
厳
し
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さ
と
豊
か
さ
の
な
か
で
祈
り
と
感
謝
を
持
っ
て
生
き
る
姿
に
強
く
惹
か
れ

る
よ
う
に
な
り
、
Ｋ
2
登
頂
後
は
、
山
の
頂
か
ら
山
麓
の
風
土
に
生
き
る

人
々
へ
と
関
心
が
移
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

2
0
0
7
年
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
シ
ス
パ
ー
レ
（
7
6
1
1
ｍ
）
遠
征
を

機
に
山
を
離
れ
、
2
0
0
8
年
、
中
国
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
西
へ
と

半
年
に
わ
た
る
旅
に
出
て
、
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
を
志
す
。
旅
の
途
中
の

シ
リ
ア
砂
漠
で
半
遊
牧
民
生
活
を
送
る
大
家
族
ア
ブ
ド
ュ
ル
ラ
テ
ィ
ー
フ

一
家
と
そ
の
十
二
男
ラ
ド
ワ
ン
と
出
会
う
。
シ
リ
ア
へ
の
取
材
を
続
け
て

い
く
中
で
、
2
人
は
次
第
に
惹
か
れ
合
う
が
、
2
0
1
1
年
、
ラ
ド
ワ
ン

が
徴
兵
さ
れ
た
直
後
、
内
戦
が
勃
発
。
2
0
1
2
年
、
内
戦
下
の
首
都
ダ

マ
ス
カ
ス
で
の
滞
在
を
機
に
、
シ
リ
ア
内
戦
と
難
民
を
テ
ー
マ
に
撮
影
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
著
者
は
ラ
ド
ワ
ン
と
の
将
来
に
不
安
を
感
じ

つ
つ
も
、
政
府
軍
を
脱
走
し
、
難
民
と
な
っ
た
ラ
ド
ワ
ン
と
と
も
に
生
き

る
こ
と
を
決
意
す
る
―
―
。

本
書
の
特
徴
は
、
シ
リ
ア
内
戦
を
前
線
か
ら
で
は
な
く
、
人
々
の
暮
ら

し
の
変
化
か
ら
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
と
、
シ
リ
ア
内
戦
や
イ
ス
ラ
ム

の
信
仰
に
生
き
る
人
々
の
生
活
を
、
著
者
自
身
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
改
宗

し
て
シ
リ
ア
人
と
結
婚
し
、
当
事
者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
側
か
ら

丹
念
に
描
き
出
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
日
本
人
に
は
理
解
し
づ
ら
い
シ
リ

ア
の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
た
複
雑
な
社
会
状
況
や
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
の

価
値
観
に
つ
い
て
、
自
ら
の
体
験
を
通
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き
を
平
易

な
文
章
で
伝
え
て
お
り
、
読
み
や
す
い
。

全
体
は
8
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
1
章
「
2
0
0
6
年

非
情
の

頂
、
Ｋ
2
か
ら
の
帰
還
」
か
ら
始
ま
り
、
第
2
章
「
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス

パ

ル
ミ
ラ
」、
第
3
章
「
混
沌
の
シ
リ
ア
」、
第
4
章
「
難
民
の
多
様
を
生
き

る
」、
第
5
章
「
日
本
、
目
に
見
え
ぬ
壁
」、
第
6
章
「
平
和
を
待
つ
人
々
」、

第
7
章
「
難
民
の
土
地
」、
終
章
「
夜
の
光
」
と
な
っ
て
い
る
。
Ｋ
2
登
頂

の
様
子
が
緊
張
感
あ
ふ
れ
る
筆
致
で
描
か
れ
る
第
1
章
を
除
く
と
、
著
者

と
夫
ラ
ド
ワ
ン
の
私
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
大
部
分
は

シ
リ
ア
と
シ
リ
ア
内
戦
に
よ
る
難
民
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
。
口
絵
で
は

Ｋ
2
登
頂
時
の
写
真
と
と
も
に
、
著
者
自
身
が
撮
影
し
た
シ
リ
ア
や
難
民

取
材
の
写
真
を
解
説
付
き
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
本
の
最
大
の
魅
力
は
、
著
者
の
強
い
意
志
と
破
天
荒
な
行
動
力
で

あ
り
、自
ら
の
直
感
を
信
じ
人
生
を
切
り
拓
く
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、「
壁
を
自
ら
作
ら
な
い
」
こ
と
を
一
つ
の

信
条
と
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
と
き
、

こ
れ
は
本
当
の
壁
な
の
か
、あ
る
い
は
自
分
で
作
っ
た
壁
な
の
か
考
え
る
。

こ
う
し
て
、
著
者
は
の
び
や
か
に
力
強
く
人
生
を
切
り
拓
い
て
き
た
。
最

大
の
決
断
で
あ
ろ
う
ラ
ド
ワ
ン
と
の
結
婚
を
決
意
す
る
と
き
に
も
、
こ
う

語
る
。「
ラ
ド
ワ
ン
と
生
き
る
な
ら
、
一
生
苦
労
が
絶
え
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
良
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
予
測
不
可
能
な
苦
労
が
つ
き
ま

と
う
こ
と
に
痺
れ
る
よ
う
な
喜
び
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
未
知
の
山
へ
、

新
し
い
一
本
の
道
を
拓
く
よ
う
な
純
然
た
る
思
い
だ
っ
た
。
ラ
ド
ワ
ン
は

ま
さ
に
、
私
に
と
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
峰
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
。」
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著
者
の
目
を
通
じ
て
、
シ
リ
ア
の
自
然
の
美
し
さ
と
、
ユ
ー
モ
ア
に
あ

ふ
れ
豊
か
な
表
情
を
見
せ
る
シ
リ
ア
の
人
々
が
色
鮮
や
か
に
生
き
生
き
と

描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
魅
力
の
一
つ
だ
。「
赤
い
大
き
な
太
陽
が

全
て
を
橙
色
に
染
め
て
い
く
。
絵
の
具
を
混
ぜ
て
伸
ば
す
よ
う
に
、
空
は

橙
色
か
ら
赤
へ
、
ピ
ン
ク
へ
、
青
か
ら
紺
色
へ
と
色
を
変
え
、
や
が
て
夜

の
黒
に
覆
わ
れ
た
。
空
と
大
地
が
夜
の
帳
に
溶
け
合
う
間
、
私
た
ち
を
乗

せ
た
バ
イ
ク
は
砂
漠
を
走
り
抜
け
る
。
い
つ
の
間
に
か
、
星
が
瞬
い
て
い

る
。
ひ
と
つ
、
ふ
た
つ
。
銀
色
の
星
が
詰
ま
っ
た
宝
石
箱
を
ゆ
っ
く
り
開

く
よ
う
に
、
砂
漠
の
夜
が
更
け
て
い
っ
た
。」
お
茶
に
招
か
れ
、
コ
ー
ヒ
ー

が
出
て
く
る
ま
で
3
時
間
。
飲
み
物
を
飲
む
こ
と
自
体
よ
り
も
、
そ
の
過

程
を
人
と
共
有
す
る
こ
と
が
こ
の
土
地
で
は
大
切
な
の
だ
と
い
う
。
ア
ラ

ビ
ア
語
で
ゆ
と
り
、
休
息
を
意
味
す
る
「
ラ
ー
ハ
」
と
い
う
言
葉
も
印
象

的
だ
。
家
族
や
友
人
と
過
ご
す
穏
や
か
な
団
欒
の
時
間
を
い
い
、
良
い
人

生
と
は
、｢ラ
ー
ハ
」を
た
く
さ
ん
持
つ
人
生
だ
と
い
う
。日
本
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
生
活
様
式
や
価
値
観
が
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
。

ま
た
、全
編
に
わ
た
り
感
じ
ら
れ
る
の
は
、難
民
の
取
材
に
あ
た
り
フ
ォ

ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
と
し
て
、
人
と
の
関
係
性
を
大
切
に
す
る
真
摯
な
取
材
姿

勢
と
、
温
か
な
眼
差
し
だ
。
撮
影
を
す
る
と
き
は
、
ま
ず
「
話
を
聞
く
こ

と
」
か
ら
始
ま
る
と
い
う
。
難
民
の
中
に
は
必
ず
し
も
取
材
さ
れ
る
こ
と

を
望
ま
な
い
人
も
い
る
。
な
ぜ
こ
こ
へ
来
て
写
真
を
撮
る
の
か
、
自
分
自

身
、
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
ず
人
と
し
て
向
き
合
い
、
長
期
に

わ
た
り
関
係
性
を
築
き
な
が
ら
撮
影
さ
れ
る
写
真
や
、
伝
え
ら
れ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
著
者
に
し
か
で
き
な
い
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
取
材
を
通
じ
、

数
字
や
政
治
的
構
図
で
は
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
シ
リ
ア
ス
な
人
々

の
苦
悩
や
悲
し
み
の
一
端
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

現
地
の
取
材
を
続
け
な
が
ら
、
日
本
で
の
ラ
ド
ワ
ン
と
の
結
婚
生
活
や

子
育
て
に
奔
走
す
る
日
々
も
ま
た
、
著
者
に
多
く
の
気
づ
き
を
与
え
て
く

れ
て
い
る
よ
う
だ
。
共
働
き
で
は
あ
る
が
、
ラ
ド
ワ
ン
は
家
事
や
育
児
も

ノ
ー
タ
ッ
チ
で
、
夫
婦
で
協
力
す
る
と
い
う
発
想
す
ら
な
い
。
だ
が
、
女

性
は
家
に
い
て
、
家
事
と
育
児
を
全
面
的
に
担
い
、「
女
性
の
役
割
は
家
族

を
幸
せ
に
す
る
こ
と
」
と
す
る
ア
ラ
ブ
文
化
か
ら
考
え
る
と
自
分
は
完
全

に
ダ
メ
な
妻
だ
、
と
い
う
。
価
値
観
の
相
違
に
向
き
合
う
日
々
か
ら
、
人

間
に
深
く
根
付
い
た
文
化
を
変
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
、民
族
的
背
景
の
違
い
を
相
手
の
尊
厳
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
夫
婦「
共

生
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
分
断
さ
れ
た
シ
リ
ア
の
未

来
に
思
い
を
は
せ
て
い
く
。

ほ
か
の
著
作
と
し
て
、『
オ
リ
ー
ブ
の
丘
へ
続
く
シ
リ
ア
の
小
道
で

ふ
る
さ
と
を
失
っ
た
難
民
た
ち
の
日
々
』（
2
0
0
6
年
）
が
あ
る
。
写
真

が
多
く
、
併
せ
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
ま
た
本
書
は
、
著
者

と
同
時
期
に
シ
リ
ア
で
活
動
し
、
銃
弾
に
倒
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
山

本
美
香
氏
を
偲
び
、
優
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
作
品
に
贈
ら
れ
る
山
本
美

香
記
念
国
際
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
賞
を
今
年
5
月
に
受
賞
し
て
い
る
。

著
者
は
あ
と
が
き
で
、「
こ
の
本
は
、
シ
リ
ア
と
い
う
あ
る
土
地
を
め
ぐ

る
物
語
。
そ
し
て
、
私
と
夫
の
物
語
で
も
あ
る
。
私
は
こ
の
本
を
、
今
は
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ま
だ
小
さ
な
二
人
の
子
供
た
ち
、
サ
ー
メ
ル
と
サ
ラ
ー
ム
に
残
し
た
い
。

父
と
母
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
出
会
い
、
ど
の
よ

う
な
道
の
り
を
経
て
二
人
が
生
ま
れ
た
の
か
。
こ
の
世
に
は
、
光
る
こ
と

の
な
い
多
く
の
星
が
あ
り
、
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
多
く
の
物
語
が
あ
る

こ
と
。
そ
の
思
い
の
全
て
を
、
こ
の
一
冊
に
込
め
た
。」
と
語
る
。
著
者
は

こ
れ
か
ら
も
、
家
族
と
と
も
に
人
間
の
土
地
を
求
め
、
歩
き
続
け
る
。

本
書
を
通
じ
て
、
シ
リ
ア
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
人
々
と
、
今
な
お
続
く
シ

リ
ア
内
戦
、
力
強
く
自
ら
の
人
生
を
歩
む
一
人
の
女
性
の
姿
を
、
一
人
で

も
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

（
井
上
優
美
)

栗
秋
正
寿
著

『山
の
旅
人
冬
季
ア
ラ
ス
カ
単
独
行
』

「
本
物
の
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
凄
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
位

置
付
け
と
し
て
は
『
山
の
旅
人
』
く
ら
い
で
ち
ょ
う
ど
い
い
と
思
っ
て
い

る
。」
こ
ん
な
こ
と
を
新
版
の
あ
と
が
き
に
書
い
て
い
る
の
を
読
ん
で
、

少
々
の
違
和
感
と
大
変
謙
虚
な
人
だ
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。

栗
秋
正
寿
は
1
9
9
8
年
に
北
米
の
最
高
峰
デ
ナ
リ
（
6
1
9
0
ｍ
）

の
冬
季
単
独
登
頂
を
果
た
し
、
そ
の
後
も
毎
年
の
よ
う
に
冬
の
ア
ラ
ス
カ

の
高
峰
と
取
り
組
み
、
2
0
0
7
年
に
は
フ
ォ
レ
イ
カ
ー
（
5
3
0
4
ｍ
）

の
単
独
冬
季
初
登
頂
に
も
成
功
し
て
い
る
。
厳
し
い
冬
の
ア
ラ
ス
カ
山
脈

に
愚
直
な
ま
で
に
挑
み
続
け
て
き
た
人
で
あ
る
。
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
と
い
わ

れ
る
人
が
こ
の
世
に
い
る
と
し
た
ら
、
ま
さ
に
そ
の
鑑
の
よ
う
な
立
派
な

ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
で
あ
る
。
フ
ォ
レ
イ
カ
ー
で
は
単
独
登
山
を
3
度
試
み
、

や
っ
と
登
頂
が
達
成
で
き
た
。
し
か
し
、
猛
烈
な
悪
天
候
で
停
滞
が
長
引

き
、
登
頂
日
が
春
に
ず
れ
込
ん
だ
（
規
定
で
は
冬
至
か
ら
春
分
の
日
の
前

日
ま
で
が
冬
季
で
あ
る
）。

す
る
と
2
年
後
に
再
び
挑
戦
し
、
苦
闘
の
末
に
気
温
マ
イ
ナ
ス

度
の

45

頂
上
に
立
つ
。
な
ん
と
も
凄
ま
じ
い
、
一
途
な
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
執
念
で

あ
る
。
極
寒
の
ア
ラ
ス
カ
の
高
峰
に
、
危
険
を
冒
し
て
何
度
挫
折
し
て
も

挑
み
続
け
る
。
こ
の
地
球
上
に
こ
ん
な
男
が
い
た
の
か
と
私
は
驚
き
、
感

動
し
な
が
ら
、
こ
の
『
山
の
旅
人
』
を
興
味
深
く
読
み
進
め
た
。

こ
の
本
は
2
0
0
0
年
に
『
ア
ラ
ス
カ

垂
直
と
水
平
の
旅
』
と
し
て

山
と
溪
谷
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、

年
た
っ
て
そ
の
後
の
登
攀
記
録
を
加
筆

20

し
て
復
刊
さ
れ
た
。

復
刊
し
た
の
は
著
者
の
高
校
の
同
級
生
の
首
藤
閑
人
氏
で
、
私
も
『
ア

サ
ヒ
カ
メ
ラ
』
や
岩
波
書
店
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
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上
『
ア
ラ
ス
カ

垂
直
と
水
平
の
旅
』
に
も
か
か
わ
っ
た
神
長
氏
も
仕
事

の
上
で
長
い
付
き
合
い
の
あ
る
編
集
者
で
あ
る
。
そ
ん
な
不
思
議
な
因
縁

の
繋
が
り
が
あ
る
が
、
著
者
と
は
一
度
も
面
識
が
な
い
。
し
か
し
、
著
者

の
存
在
を
私
が
知
っ
た
の
は
、
1
9
9
8
年
で
ず
い
ぶ
ん
昔
の
こ
と
だ
。

当
時
ア
ラ
ス
カ
を
行
き
来
し
て
い
て
、
私
の
撮
影
の
サ
ポ
ー
ト
も
し
て

く
れ
た
八
木
清
君
が
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
で
栗
秋
氏
と
会
う
機
会
が
あ
っ

た
。
冬
の
デ
ナ
リ
を
独
り
で
登
り
、
帰
国
せ
ず
に
リ
ヤ
カ
ー
を
引
い
て
ア

ラ
ス
カ
を
徒
歩
縦
断
し
て
い
る
、
凄
い
人
が
い
る
と
私
に
話
し
た
。
そ
の

話
を
聞
い
た
の
は
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
熱
帯
雨
林
を
歩
い
て
い
る
時
で
、

に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
変
わ
っ
た
行
動
を
す
る
人
が
い
る
も
の
だ
と
、

い
つ
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

著
者
の
初
め
て
の
海
外
登
山
は
、
1
9
9
5
年
に
大
学
の
後
輩
と
2
人

で
デ
ナ
リ
に
登
頂
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
希
望
し
て
い
た
が
、

夏
休
み
の
時
期
に
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
影
響
で
ネ
パ
ー
ル
が
雨
季
と
な
る
こ

と
も
あ
っ
て
ア
ラ
ス
カ
に
転
進
し
た
。
こ
れ
が
ア
ラ
ス
カ
と
の
運
命
的
な

出
会
い
と
な
っ
て
、
そ
の
後
夢
を
追
い
か
け
る
舞
台
と
な
っ
た
。

初
め
て
の
海
外
の
山
や
旅
は
、
強
い
印
象
を
刻
み
込
む
も
の
だ
。

実
は
私
も
初
め
て
の
海
外
登
山
が
半
世
紀
前
の
1
9
6
9
年
4
月
か
ら

5
月
に
か
け
て
の
デ
ナ
リ
で
、
ウ
エ
ス
ト
バ
ッ
ト
レ
ス
か
ら
の
登
攀
で

あ
っ
た
。

「
垂
直
の
旅
」
の
デ
ナ
リ
登
攀
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
と
、
体
の
奥
深
く

に
眠
っ
て
い
た
感
覚
が
浮
上
し
て
く
る
。
氷
河
の
深
い
ク
レ
バ
ス
の
底
の

暗
闇
や
、
青
み
を
帯
び
た
透
き
通
っ
た
月
光
が
氷
に
反
射
す
る
微
か
な
輝

き
な
ど
が
蘇
っ
て
く
る
。
半
世
紀
も
時
間
が
経
過
し
て
し
ま
う
と
、
繊
細

な
感
覚
な
ど
は
回
想
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
も
の
だ
。
そ
れ
が
文
章
や

映
像
の
助
け
に
よ
っ
て
追
体
験
で
き
る
こ
と
は
、
登
山
記
な
ど
を
読
む
楽

し
み
で
あ
り
大
き
な
喜
び
だ
と
言
え
よ
う
。

何
と
言
っ
て
も
一
番
驚
く
こ
と
は
、
筆
者
が
極
寒
の
条
件
で
の
厳
し
い

山
行
を

年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
続
け
な
が
ら
、
凍
傷
を
一
度
も
経
験
し

20

て
い
な
い
こ
と
だ
。
マ
イ
ナ
ス

度
の
寒
気
の
な
か
、
そ
れ
も
風
速

ｍ

40

50

を
超
す
よ
う
な
世
界
で
、
時
に
は
傾
斜

度
の
氷
や
雪
の
壁
を
独
り
で
何

80

時
間
も
登
攀
す
る
。
そ
れ
で
い
て
凍
傷
と
は
無
縁
だ
っ
た
人
間
は
奇
跡
と

言
え
よ
う
。
私
も
可
能
な
か
ぎ
り
気
を
つ
け
て
い
た
が
、
足
の
指
1
本
は

変
形
し
て
い
る
し
、
冬
の
穂
高
で
は
顔
面
凍
傷
で
痛
い
目
を
味
わ
っ
て
い

る
。
登
攀
を
長
期
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
山
の
友
人
知
人
で
五
体
満
足

の
人
は
少
数
派
で
あ
る
。

著
者
は
几
帳
面
で
ど
ん
な
こ
と
も
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
未

知
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
く
時
の
準
備
も
徹
底
し
て
い
る
。
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
に
も
創
意
工
夫
を
こ
ら
す
。
例
え
ば
初
め
て
デ
ナ
リ
に
行
く
時
に
、

防
寒
装
備
の
チ
ェ
ッ
ク
や
耐
寒
訓
練
は
誰
で
も
考
え
る
。
し
か
し
、
氷
河

の
上
で
は
輻
射
熱
の
影
響
で
1
日
の
気
温
差
が

度
に
も
な
る
と
知
る

40

と
、
そ
の
対
策
ま
で
考
え
実
行
に
移
す
人
は
な
か
な
か
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。
夏
に
水
産
用
冷
凍
庫
に
入
り
、
1
日
に

度
の
気
温
差
を
週
に
2

55

回
ほ
ど
体
験
し
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
だ
と
い
う
。
何
を
す
る
に
も
研
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究
熱
心
で
、
何
事
に
も
慎
重
な
の
は
著
者
の
性
格
か
ら
き
て
い
る
に
違
い

な
い
。

日
本
の
冬
山
で
も
そ
れ
な
り
に
大
変
で
あ
る
が
、
悪
天
候
で
氷
点
下
30

度
、

度
の
な
か
で
の
排
泄
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
そ
れ
も
突
風
で
も

40

吹
い
て
い
れ
ば
、
テ
ン
ト
か
ら
外
に
這
い
出
て
簡
単
に
済
ま
す
訳
に
は
い

か
な
い
。
工
夫
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
過
程
が
3
ペ
ー
ジ

に
わ
た
っ
て
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

今
ま
で
私
は
多
く
の
探
検
記
や
登
攀
記
を
読
ん
で
き
た
が
、
排
泄
の
問

題
が
こ
の
よ
う
に
事
細
か
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
記
憶
に
な
い
。
こ

れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
ユ
ニ
ー
ク
で
異
色
な
著
書
と
言

え
よ
う
。
著
者
作
曲
の
譜
面
ま
で
所
々
に
入
っ
て
い
る
。
飾
り
の
な
い
読

み
や
す
い
筆
致
な
が
ら
、
理
系
の
大
学
で
学
ん
だ
だ
け
に
論
理
的
で
、
あ

る
面
と
て
も
理
屈
っ
ぽ
い
が
、
そ
れ
が
逆
に
興
味
深
く
お
も
し
ろ
い
。

こ
の
著
書
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
デ
ナ
リ
の
史
上
最
年
少
で

の
冬
季
単
独
登
頂
と
、
フ
ォ
レ
イ
カ
ー
の
冬
季
単
独
登
頂
に
何
度
も
挑
み

成
功
し
た
貴
重
な
記
録
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。

「
単
独
行
の
魅
力
は
、
壮
大
な
自
然
と
渾
然
一
体
と
な
る
心
境
、
そ
し
て

一
瞬
一
瞬
に
『
生
き
る
』
こ
と
へ
の
感
謝
と
悦
び
を
感
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

（
中
略
）
そ
し
て
私
自
身
と
の
対
話
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
だ
か
ら
ひ
と

り
ぼ
っ
ち
の
山
は
、
ま
さ
に
『
心
を
耕
す
旅
』
だ
と
」

こ
れ
は
独
り
で
の
山
の
旅
を
何
年
も
続
け
て
き
た
末
に
辿
り
着
い
た
境

地
で
あ
ろ
う
。
地
吹
雪
や
ブ
リ
ザ
ー
ド
が
襲
い
か
か
っ
て
き
て
、
1
週
間

か
ら
2
週
間
も
行
動
で
き
ず
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
、
雪
洞
や
テ

ン
ト
の
な
か
で
著
者
は
心
を
耕
し
て
い
た
の
か
と
、
読
み
終
え
た
後
で
い

つ
ま
で
も
私
の
心
に
残
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

「
水
平
の
旅
」
の
方
は
「
垂
直
の
旅
」
と
は
違
っ
て
ほ
と
ん
ど
波
乱
の
な

い
旅
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
楽
し
い
紀
行
文
と
な
っ
て
い
る
。

旅
先
で
コ
ー
ヒ
ー
1
杯
の
は
ず
が
夕
食
ま
で
ご
馳
走
に
な
っ
た
り
、
苦

し
ん
だ
虫
歯
の
治
療
を
2
時
間
半
も
受
け
、
診
療
時
間
を
過
ぎ
て
ま
で
治

療
し
て
も
ら
っ
て
も
治
療
費
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
人
の
厚
意
を

素
直
に
受
け
取
り
お
礼
を
言
う
。
緑
の
美
し
い
季
節
に
道
草
を
食
い
、
気

ま
ま
に
3
ヶ
月
余
り
を
リ
ヤ
カ
ー
を
引
き
な
が
ら
の
独
り
旅
は
個
性
的
で

あ
る
。
一
つ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
お
も
し
ろ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち

と
出
会
い
、
太
平
洋
か
ら
北
極
海
ま
で
て
く
て
く
歩
い
て
、
た
く
さ
ん
の

好
意
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝
し
な
が
ら
自
分
の
夢
を
達
成
す
る
。

人
情
や
親
切
に
巡
り
合
う
の
は
運
で
は
な
く
、
こ
れ
は
才
能
で
あ
る
と

つ
く
づ
く
実
感
し
た
。

栗
秋
正
寿
は
命
を
懸
け
て
苛
酷
な
冬
の
デ
ナ
リ
や
フ
ォ
レ
イ
カ
ー
に
繰

り
返
し
挑
み
続
け
、
完
結
し
て
も
な
お
冬
の
ハ
ン
タ
ー
（
4
4
4
2
ｍ
）

の
初
登
に
こ
だ
わ
る
。
年
齢
に
よ
る
体
力
の
減
退
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、

自
己
の
極
限
を
超
え
よ
う
と
9
回
も
試
み
る
。
ア
ラ
ス
カ
に
は
、
ほ
か
に

も
ブ
ル
ッ
ク
ス
山
脈
と
か
セ
ン
ト
エ
ラ
イ
ア
ス
と
い
っ
た
性
格
の
異
な
る

良
い
山
が
い
く
ら
で
も
あ
る
の
に
、
な
ぜ
三
山
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
だ

わ
り
続
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
知
り
た
く
再
読
し
た
が
、
文
章
の
な
か

図 書 紹 介
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か
ら
答
え
を
探
り
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

優
し
い
目
を
持
ち
，
自
然
体
で
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
著
者
が
、

登
山
界
だ
け
に
発
信
す
る
記
録
に
執
着
し
て
の
こ
と
だ
と
は
考
え
が
た
い
。

著
者
に
と
っ
て
登
山
と
は
、
人
生
を
も
左
右
す
る
強
い
美
意
識
か
ら
く

る
自
画
像
を
、
こ
つ
こ
つ
と
彫
っ
て
い
く
ア
ー
ト
に
近
い
行
為
で
は
な
い

か
と
私
に
は
思
わ
れ
た
。

（
水
越
武
)

竹
内
洋
岳
著

『下
山
の
哲
学

登
る
た
め
に
下
る
』

著
者
は
日
本
人
と
し
て
初
め
て
、そ
し
て
、た
だ
1
人
8
0
0
0
ｍ
峰
14

座
を
完
登
し
た
登
山
家
、
竹
内
洋
岳
氏
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
『
下
山
の

哲
学
』
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
哲
学
書
で
も
論
文
で
も
な
い
。
著
者
の
完
登
に

至
る
ま
で
の
、そ
れ
ぞ
れ
の
登
山
を
振
り
返
る
形
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、

こ
と
細
か
な
登
山
記
録
で
も
な
い
。
そ
の
登
山
と
き
ど
き
の
思
い
や
強
烈

な
印
象
、
あ
る
い
は
事
故
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
1
9
9
5
年
の
マ
カ

ル
ー
か
ら
2
0
1
2
年
の
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
ま
で
、
敗
退
の
4
回
を
含
め
た
18

回
の
山
行
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
山
行
に
つ
き
、
構
成
を

手
掛
け
た
川
口
穣
氏
が
、
そ
の
登
山
に
向
か
う
時
の
状
況
を
、
著
者
の
言

葉
を
引
用
し
な
が
ら
前
書
き
風
に
書
い
て
い
る
の
で
、
本
文
に
ス
ー
ッ
と

入
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
。
冒
頭
に

座
の
紹
介
が
あ
り
、
ま
た
、
文

14

中
の
下
段
に
は
登
山
用
語
や
地
名
な
ど
に
つ
い
て
の
解
説
も
あ
っ
て
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
や
8
0
0
0
ｍ
峰
を
よ
く
知
ら
な
い
読
者
で
も
理
解
が
深
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
著
者
の

年
間
の
歩
み
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。

18

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
な
ど
登
っ
た
こ
と
の
な
い
者
に
と
っ
て
、
デ
ス
ゾ
ー
ン

と
言
わ
れ
る
8
0
0
0
ｍ
峰
の
登
山
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
映
像
な
ど

で
目
に
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
苛
酷
さ
は
実
感
で
き
ず
、
想
像
で
し
か
な

い
が
、
文
中
に
は
死
に
至
る
恐
怖
も
感
じ
ら
れ
る
場
面
が
何
度
も
出
て
く

る
。
高
所
登
山
は
技
術
的
な
こ
と
や
高
所
順
応
の
在
り
方
な
ど
、
特
別
な

こ
と
が
多
い
し
、
リ
ス
ク
も
伴
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
克
服
し
て
生
き
て

帰
ら
な
く
て
は
意
味
が
な
い
。
い
く
つ
も
の
修
羅
場
を
く
ぐ
り
抜
け
、
次

の
山
へ
と
向
か
う
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
こ
ら
れ
た
著
者
だ
か
ら
こ
そ

の
、
次
に
山
に
向
か
う
た
め
の
「
下
山
の
哲
学
」
な
の
だ
。

死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
体
験
の
一
つ
は
、
2
0
0
5
年
の
エ
ベ

レ
ス
ト
登
山
中
に
起
こ
っ
た
体
の
異
変
で
あ
る
。
す
で
に
エ
ベ
レ
ス
ト
は

登
頂
済
み
で
あ
っ
た
が
、こ
の
時
は
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
登
頂
後
、ベ
ー
ス
キ
ャ

ン
プ
も
近
く
で
あ
り
、
エ
ベ
レ
ス
ト
北
西
壁
の
ス
ー
パ
ー
ク
ー
ロ
ワ
ー
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ル
・
ル
ー
ト
を
目
指
し
た
。
パ
ー
ト
ナ
ー
は
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
を
登
頂
し
た

ラ
ル
フ
と
ガ
リ
ン
ダ
。
な
お
、
ガ
リ
ン
ダ
は
女
性
。
2
人
と
も
の
ち
に
竹

内
氏
よ
り
先
に

座
サ
ミ
ッ
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
天
候
に
阻
ま
れ
つ
つ

14

も
7
7
0
0
ｍ
の
Ｃ
5
に
間
も
な
く
着
く
と
い
う
時
に
「
ノ
イ
ズ
の
よ
う

な
痛
み
」
に
襲
わ
れ
る
。
2
人
に
テ
ン
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
か
ら
は
脈

拍
が

を
割
り
込
む
よ
う
な
異
常
事
態
と
な
り
、
意
識
も
時
々
薄
ら
い
だ

50

と
い
う
。
ガ
リ
ン
ダ
が
知
り
合
い
の
ド
ク
タ
ー
に
衛
星
電
話
を
か
け
、
そ

の
指
示
に
基
づ
い
て
手
当
て
を
受
け
た
こ
と
で
、
な
ん
と
か
下
山
で
き
る

ま
で
に
な
る
。
自
分
の
こ
と
で
2
人
に
登
頂
を
諦
め
さ
せ
た
思
い
は
辛

か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
2
人
が
い
な
か
っ
た
ら
死
ん
で
い
た
と

言
い
切
る
そ
の
気
持
ち
は
、
さ
ら
に
次
の
山
へ
向
か
う
強
い
気
持
ち
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
の
だ
。

も
う
1
つ
の
体
験
は
、
2
0
0
7
年
の
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅱ
峰
で
の
雪

崩
遭
遇
で
あ
る
。
こ
の
時
は
背
骨
の
破
裂
骨
折
、
肋
骨
を
5
本
骨
折
、
肺

も
片
方
が
潰
れ
て
い
た
と
い
う
ほ
ど
の
重
傷
で
あ
っ
た
。
助
け
出
さ
れ
、

Ｃ
2
に
下
ろ
し
て
も
ら
う
と
、
別
の
登
山
隊
に
ド
イ
ツ
人
ド
ク
タ
ー
が
い

て
手
当
て
し
て
も
ら
う
が
、
肺
の
こ
と
で
呼
吸
困
難
に
陥
り
、「
今
の
う
ち

に
家
族
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
遺
し
て
お
け
」
と
ま
で
通
告
さ
れ
た
。
そ
れ
で

も
周
り
の
努
力
で
酸
素
ボ
ン
ベ
も
手
当
て
さ
れ
、
ほ
か
の
登
山
隊
ガ
イ
ド

の
手
に
よ
っ
て
ヘ
リ
で
収
容
可
能
な
Ｃ
1
ま
で
下
ろ
さ
れ
、
ス
カ
ル
ド
と

い
う
町
の
病
院
、
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
の
病
院
、
そ
し
て
、
帰
国
し
手
術
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。
幸
運
が
重
な
っ
た
と
も
言
え
る
が
、
著
者

の
生
き
て
帰
る
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
幸
運
を
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。

評
者
は
、

座
完
登
の
翌
年
2
0
1
3
年
4
月
の
日
経
新
聞
夕
刊
「
こ

14

こ
ろ
の
玉
手
箱
」
に
、
竹
内
洋
岳
氏
が
5
日
間
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
す
。
腰
を
骨
折
し
シ
ャ
フ
ト
を
入
れ
る
手
術
を
受
け
、
そ

の
後
そ
れ
を
取
り
出
す
手
術
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
大
切
な
も
の
の
1

つ
と
し
て
、
そ
の
シ
ャ
フ
ト
が
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に

こ
の
時
の
事
故
だ
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
た
体
験
を
経
る
な
か
で
、
著
者
が
常
々
心
掛
け
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
1
㎝
で
も
2
㎝
で
も
高
度
を
下
げ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
所
に
長
く
滞
在
す
る
こ
と
は
高
山
病
や
事
故
の

リ
ス
ク
を
高
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
な
り
長
時
間
行
動
で
下

山
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
行
動
は
超
人
的
で
あ
る
。

こ
の
辺
の
記
述
は
、
ハ
ラ
ハ
ラ
ド
キ
ド
キ
し
て
、
ま
る
で
映
画
で
も
観

て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
も
8
0
0
0
ｍ
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
、
あ
る
ピ
ー
ク
か
ら
眺
め
て
次
は
あ
の
山
に
と
思
う
気
持

ち
は
、
国
内
の
山
に
登
っ
て
思
う
気
持
ち
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
無
事
に
下
山
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も

同
様
だ
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
1
つ
の
ピ
ー
ク
に
至
る

こ
と
が
そ
の
登
山
の
最
終
目
的
な
の
で
は
な
く
、
次
の
山
に
向
け
て
の
ス

タ
ー
ト
で
あ
り
、
下
っ
て
そ
の
登
山
は
完
結
し
て
も
、
輪
の
よ
う
に
次
の

山
と
は
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
。
下
山
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
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か
、
本
書
に
は

座
を
登
り
終
え
た
後
も
思
索
し
続
け
て
き
た
著
者
の
思

14

い
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

山
の
紹
介
番
組
で
は
、
山
頂
で
「
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
」
と
言
っ
て
終

わ
る
こ
と
が
多
い
。
評
者
は
常
々
、
下
り
こ
そ
事
故
が
起
き
や
す
く
危
険

な
の
だ
か
ら
、
そ
の
ル
ー
ト
や
状
況
も
紹
介
し
、
下
山
し
て
か
ら
そ
の
言

葉
で
締
め
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
般
の
人
を

対
象
と
し
た
番
組
の
あ
る
べ
き
啓
蒙
的
姿
勢
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
本
書
の
舞
台
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
高
所
で
あ
る
。
登

る
こ
と
さ
え
難
し
い
の
に
、
薄
い
酸
素
の
中
で
の
行
動
を
強
い
ら
れ
、
食

事
も
睡
眠
も
十
分
で
な
い
。
天
候
も
ひ
と
た
び
荒
れ
れ
ば
す
ぐ
に
死
に
至

る
可
能
性
が
あ
り
、
雪
崩
や
ア
イ
ス
フ
ォ
ー
ル
の
崩
壊
、
落
石
、
ク
レ
バ

ス
と
、
周
り
へ
の
注
意
を
怠
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
点
で
、
精
神

的
な
重
圧
も
国
内
の
山
歩
き
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
な
か

で
、
著
者
が
ど
ん
な
こ
と
に
注
意
し
て
行
動
し
て
い
る
か
な
ど
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
に
縁
の
な
い
者
で
も
参
考
に
な
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
絶
対
に
生

き
て
帰
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
た
次
第

で
あ
る
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
著
者
の
言
う
下
山
は
次
へ
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、

座
を
登
り
終
え
た
か
ら
と
言
っ
て
「
目
標
が
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
喪

14失
感
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
感
銘
を
受
け
た
。
自
分
が
や
っ
て
き
た

こ
と
は
「
新
し
い
登
山
の
扉
を
開
け
る
も
の
で
は
な
く
、
開
い
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
た
古
い
扉
を
閉
め
る
も
の
で
し
た
」「
次
の
人
が
新
し
い
扉
を

開
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
私
の
役
割
だ
と
思
っ
て
い
た
」と
も
。
今
、

著
者
は
登
山
に
限
ら
ず
新
し
い
こ
と
に
い
ろ
い
ろ
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い

る
。「
そ
れ
ら
は
自
分
に
と
っ
て
未
踏
峰
で
、
そ
れ
を
見
つ
け
挑
戦
し
、
さ

ら
に
そ
の
先
の
未
踏
峰
を
探
し
て
行
く
、
そ
う
い
う
連
鎖
に
身
を
置
き
た

い
」
と
の
締
め
く
く
り
の
言
葉
は
、
誰
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

本
書
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ラ
ル
フ
や
中
島
健
郎
、
気
象
予
報
士
の
猪
熊

隆
之
な
ど
、
著
者
を
囲
む
方
々
に
よ
る
、
他
人
か
ら
見
た
竹
内
洋
岳
像
が

コ
ラ
ム
的
に
書
か
れ
て
お
り
、
本
文
と
併
せ
読
む
こ
と
で
著
者
の
人
物
像

が
よ
く
わ
か
っ
て
興
味
深
い
。

（
荒
井
正
人
)

早
稲
田
大
学
山
岳
部
著

『リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク

XV
』
1
0
0
周
年
記
念
号

2
0
2
0
（
令
和
2
）
年
、
創
部
1
0
0
周
年
を
迎
え
た
大
学
山
岳
部
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の
名
門
、
早
稲
田
大
学
山
岳
部
の
部
報
『
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
』
の
記
念
号

で
あ
る
。
1
0
0
年
と
ひ
と
口
に
言
う
が
、1
0
0
年
は
長
い
。
そ
の
間
、

文
字
ど
お
り
山
あ
り
谷
あ
り
の
歴
史
を
紡
ぎ
な
が
ら
、
登
山
界
に
多
く
の

タ
レ
ン
ト
（
本
来
の
「
才
能
」
と
い
う
意
味
で
の
）
を
輩
出
し
て
き
た
ク

ラ
ブ
の
軌
跡
が
凝
縮
さ
れ
た
一
書
と
言
え
よ
う
。
元
々
部
報
は
現
役
学
生

の
活
動
記
録
を
中
心
に
編
集
さ
れ
て
き
て
お
り
、
2
0
0
1
年
か
ら
の
10

年
間
の
記
録
は
、『
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク

XV
』
と
し
て
2
0
1
0
年
に
発
刊

さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
1
0
0
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
の
年
に
鑑
み
、

そ
の
後
の

年
間
の
山
岳
部
の
足
跡
も
盛
り
込
み
、
部
報
を
兼
ね
た
記
念

10

誌
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

全
体
は
4
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、「
Ⅰ

早
稲
田
の
山

1
0
0
年
」

「
Ⅱ

山
岳
部
の
〝
い
ま
〞
と
〝
こ
れ
か
ら
〞」「
Ⅲ

山
と
人

そ
の
時
代
」

「
Ⅳ

資
料
」
な
ど
の
項
目
が
目
次
に
並
ぶ
。

第
Ⅰ
部
は
1
9
2
0
（
大
正
9
）
年
9
月
、
第
1
回
の
奥
秩
父
登
山
か

ら
始
ま
っ
た
山
岳
部
の
「
通
史
」
で
、
豊
富
な
写
真
と
と
も
に
1
0
0
年

の
歩
み
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。《
大
正
創
部
期
と
ア
ル

ピ
ニ
ズ
ム
、
滝
谷
登
攀
／
ヒ
マ
ラ
ヤ
志
向
と
極
地
法
、
戦
争
期
の
活
動
と

休
部
、
戦
後
復
興
期
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
時
代
へ
、
明
神
、
富
士
の
遭
難

／
8
0
0
0
ｍ
峰
へ
の
挑
戦
、
海
外
合
宿
の
実
現
と
ラ
カ
ポ
シ
北
稜
、
Ｋ

2
西
稜
初
登
攀
、多
様
化
す
る
登
山
と
部
員
減
／
凍
死
遭
難
と
部
の
混
迷
、

活
動
の
変
化
と
再
建
へ
の
道
筋
、
時
流
に
沿
っ
た
再
生
へ
の
歩
み
》
と
、

見
出
し
を
見
る
だ
け
で
も
、
日
本
の
近
代
登
山
史
と
並
行
し
て
刻
ま
れ
て

き
た
歴
史
の
流
れ
が
実
感
で
き
る
。

第
Ⅱ
部
の
前
半
は
「
こ
の

年
の
歩
み
」
と
題
し
て
、
2
0
1
0
年

10

〜

年
の
間
の
山
岳
部
の
活
動
記
録
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
南
米
・
ア
コ
ン

20
カ
グ
ア
合
宿
や
ネ
パ
ー
ル
の
ア
イ
ラ
ン
ド
・
ピ
ー
ク
合
宿
、
ヨ
セ
ミ
テ
の

エ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ン
・
ノ
ー
ズ
登
攀
、
キ
ル
ギ
ス
・
西
コ
ク
シ
ャ
ー
ル
山
域

試
登
、
そ
し
て
、
ネ
パ
ー
ル
の
未
踏
峰
、
ラ
ジ
ョ
ダ
ダ
峰
登
頂
な
ど
の
記

録
が
目
を
引
く
。

第
Ⅱ
部
の
後
半
は
「
2
0
2
0
年
以
後
を
見
据
え
て
〜
未
来
フ
ォ
ー
ラ

ム
〜
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
早
稲
田
大
学
山
岳
部
の
現
在
と
未
来
を
検

証
・
議
論
し
て
い
る
。
1
0
0
年
も
の
伝
統
は
多
く
の
実
績
を
残
し
、
日

本
の
登
山
界
を
動
か
し
て
き
た
が
、
伝
統
に
寄
り
掛
か
っ
て
い
る
だ
け
で

は
、
未
来
は
な
い
。
本
書
の
巻
頭
で
「
1
0
0
周
年
記
念
号
に
寄
せ
て
」

と
題
し
て
植
松
克
夫
氏
（
稲
門
山
岳
会
幹
事
長
）
が
「（
山
岳
部
の
）〝
こ

れ
か
ら
〞に
つ
い
て
は
、5
回
に
わ
た
る
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
最
終
回『
学

生
へ
の
サ
ポ
ー
ト
態
勢
』
の
議
論
を
受
け
て
、
学
生
に
近
い
若
い
Ｏ
Ｂ
を

中
心
に
1
0
1
年
目
か
ら
の
山
岳
部
の
形
を
模
索
す
る
動
き
に
繋
が
っ
て

い
る
。」
と
記
し
て
い
る
が
、
新
し
い
時
代
の
山
岳
部
の
姿
を
全
員
で
模
索

し
、実
体
化
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
の
が「
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
」で
あ
る
。

数
多
の
栄
光
の
陰
に
は
悲
劇
―
遭
難
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
遭
難
に
よ

る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低
下
や
部
員
の
減
少
な
ど
逆
境
を
乗
り
越
え
、「
早

稲
田
の
山
」
を
楽
し
み
た
い
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
学
び
た
い
と
い
う
熱
い

想
い
で
山
岳
部
を
復
活
さ
せ
、
継
続
さ
せ
て
き
た
力
の
源
は
、
こ
の
「
未
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来
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
企
画
し
、
実
行
に
移
し
た
姿
勢
に
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
学
生
と
Ｏ
Ｂ
が
一
体
と
な
っ
て
問
題
意
識
を
共
有

で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
言
え
る
。

地
球
上
に
未
踏
の
地
域
や
山
岳
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
確
た
る
目
標

や
目
的
が
見
付
け
に
く
い
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
登
山
そ
の
も
の

も
多
様
化
し
、
学
生
た
ち
に
対
し
て
魅
力
的
な
山
岳
部
像
を
描
き
出
し
に

く
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
難
し
い
状
況
を
な
ん
と
か
打
破
し
よ
う

と
、
伝
統
校
の
北
海
道
大
学
や
慶
應
大
学
も
交
え
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

し
た
「
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
全
記
録
（
議
事
録
）」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
各
大
学
山
岳
部
に
と
っ
て
、

大
変
参
考
に
な
る
記
事
で
あ
る
。

第
Ⅲ
部
は
「
往
時
茫
々
夢
の
如
し
〜
創
部
の
こ
ろ
の
記
憶
〜
」（
井
上
寿

三
）
か
ら
始
ま
っ
て
、「
ス
ケ
ッ
チ
ハ
イ
キ
ン
グ
の
会
」（
浜
崎
一
成
）
ま

で

編
、
部
員
や
会
員
た
ち
に
よ
る
と
き
ど
き
の
エ
ッ
セ
イ
や
追
想
、
論

40
考
な
ど
の
再
録
で
あ
る
。「
通
史
」
と
と
も
に
見
事
に
そ
の
時
代
を
反
映

し
て
お
り
、テ
ー
マ
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、飽
き
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
。

そ
し
て
、
第
Ⅳ
部
の
「
資
料
」
編
へ
と
続
く
。「
山
岳
部
活
動
年
報
」
な

ど
デ
ー
タ
類
が
要
領
良
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
便
利
な
の

は
「『
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
』
が
記
録
し
た
山
岳
部
の
歩
み
」
の
ペ
ー
ジ
で
、

創
刊
号
か
ら

号
ま
で
、
各
号
の
概
説
と
目
次
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
登

14

山
史
研
究
な
ど
で
は
大
い
に
役
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

編
集
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
、
山
賀
純
一
氏
（
元
・
本
会
理
事
）
が
「
昔

話
に
は
1
0
0
年
の
節
目
で
区
切
り
が
付
き
ま
し
た
。
今
の
若
手
Ｏ
Ｂ
・

現
役
と
、
ま
だ
見
ぬ
後
輩
が
、
次
号
へ
の
襷
を
つ
な
い
で
く
れ
る
で
し
ょ

う
。
何
で
も
詰
め
込
み
、
人
生
を
共
に
歩
く
『
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
』。
立
派

な
記
録
は
な
く
て
も
、
か
け
が
え
の
な
い
記
憶
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
願

い
ま
す
。」
と
、「
編
集
後
記
」
で
結
ん
で
い
る
。

実
は
、
筆
者
が
所
属
し
て
き
た
明
治
大
学
山
岳
部
も
来
年
、
2
0
2
2

年
に
創
部
1
0
0
周
年
を
迎
え
る
。
現
在
、『
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
』
同
様
、

部
報
『
炉
辺
』
第

号
を
「
1
0
0
周
年
記
念
号
」
と
し
て
ま
と
め
る
べ

11

く
、
進
行
中
で
あ
る
。「
先
蹤
者
」
の
成
果
を
、
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
節
田
重
節
)

河
野
啓
著

『デ
ス
・
ゾ
ー
ン

栗
城
史
多
の
エ
ベ
レ
ス
ト
劇
場
』

世
紀
の
後
半
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
マ
リ
ー
と
い
う
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登
山
家
が
い
た
。
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
「
銀
の
時
代
」
を
代
表
す
る
ス
タ
ー

だ
っ
た
が
、
機
知
に
富
ん
だ
辛
口
の
文
章
を
書
く
著
作
家
で
も
あ
っ
た
。

彼
の
書
い
た
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。

〈
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
す
べ
て
の
山
は
次
の
三
つ
の

段
階
を
た
ど
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
人
を

寄
せ
つ
け
ぬ
絶
頂
」「
ア
ル
プ
ス
で
最
も
困
難
な
登
攀
」「
ご
婦
人
が
た
向

き
の
や
さ
し
い
山
行
」〉

表
現
が
セ
ク
シ
ス
ト
的
な
の
は
お
許
し
願
い
た
い
が
、
登
る
に
つ
れ
て

困
難
度
が
下
が
っ
て
い
く
必
然
を
指
摘
し
て
い
て
、
山
は
一
度
登
ら
れ
て

し
ま
う
と
、そ
の
あ
と
は
ず
っ
と
楽
に
登
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ち
な
み
に
、

マ
マ
リ
ー
自
身
は
そ
の
登
山
に
妻
を
い
く
度
も
伴
い
、
し
か
も
当
時
と
し

て
は
一
級
の
難
し
い
登
攀
も
一
緒
に
や
っ
て
い
た
。

ア
ル
プ
ス
の
未
踏
峰
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
始
ま
っ
た
近
代
の
登
山
は

一
般
に
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、初
登
頂
を
競
い
合
っ
た「
黄

金
時
代
」
か
ら
「
銀
の
時
代
」
を
経
て
、
さ
ら
に
困
難
な
登
山
の
可
能
性

を
求
め
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
8
0
0
0
ｍ
峰
へ
と
そ
の
シ
ー
ン
を
移
し
て
い

く
。
し
か
し
、
マ
マ
リ
ー
の
予
言
通
り
、
結
果
的
に
エ
ベ
レ
ス
ト
は
、
そ

れ
こ
そ
お
金
さ
え
出
せ
ば
誰
で
も
登
れ
る
山
の
段
階
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
登
山
の
現
在
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
栗

城
史
多
の
掲
げ
た
「
単
独
無
酸
素
」
で
の
登
山
と
は
、
地
球
上
の
ほ
と
ん

ど
の
山
が
こ
う
し
た
最
終
段
階
に
達
し
た
状
況
に
対
応
し
て
い
て
、
た
だ

登
る
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
登
る
か
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と

を
表
わ
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
。
現
在
、
登
山
に
新
た
な
冒
険
を
見
つ
け

る
こ
と
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

栗
城
の
登
山
劇
場
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
が

あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
舞
台
で
、
彼
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て

の
登
山
を
演
じ
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
メ
デ
ィ
ア

化
さ
れ
た
こ
と
で
、
多
く
の
観
客
を
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ
の
顛
末
を
、

著
者
の
河
野
啓
氏
は
克
明
に
跡
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
Ｔ
Ｖ
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
と
し
て
栗
城
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
同
行
し
て
追
い
つ
づ
け
、
取

材
姿
勢
を
「
応
援
す
る
」
か
ら
「
観
察
す
る
」
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
っ

た
著
者
な
ら
で
は
の
「
反
省
」
と
「
自
戒
」
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
栗
城
に
対
し
て
は
毀
誉
褒
貶
の

落
差
の
激
し
い
反
応
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
栗
城

の
真
実
と
は
別
の
、
も
っ
ぱ
ら
映
像
の
面
白
み
を
ね
ら
っ
て
「
タ
レ
ン
ト

の
よ
う
に
」
そ
の
姿
を
描
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
栗
城
の
人
気
の

高
ま
り
ぶ
り
は
、
一
時
は
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
は
大
衆
の
喝
采
を
呼
び
起
こ
し
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
が
演
出

し
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
に
自
分
も
加
担
し
た
一
人
だ
と
著
者

は
自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
栗
城
と
い
う
人
間
を
死
に
ま
で
追

い
や
っ
て
し
ま
っ
た
。

著
者
に
よ
る
取
材
は
徹
底
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
え
る
。
こ
の
こ
と

は
、
メ
デ
ィ
ア
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
矜
持
だ
ろ
う
し
、
評
価
も
し
た

い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
書
は
、
い
わ
ば
栗
城
を
め
ぐ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
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の
集
大
成
と
も
呼
べ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
こ
に

は
、
ブ
ラ
ス
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
耳
の
痛
い
こ
と
、
隠
し
て
お
き
た
い

こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
露
悪
趣
味
的
、
暴
露
記
事
的
に
な
っ

て
は
い
な
い
。
著
者
な
り
に
、
栗
城
の
真
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
意
図
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。
遺
書
も
遺
言
も
残
さ
な
か
っ
た
栗
城
が
〈
本
当
は
自

分
の
口
で
伝
え
た
か
っ
た
「
あ
り
が
と
う
」
や
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
も
含

ま
れ
て
い
る
〉
と
著
者
は
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
栗
城
が
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
の
は

な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
登
山
を
劇
場
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
著
者

は
見
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
い
っ
た
現
代
の
メ
デ
ィ
ア

を
駆
使
し
て
、
自
撮
り
の
カ
メ
ラ
が
映
し
出
す
登
山
映
像
を
発
信
し
続
け

た
。
そ
こ
に
、
人
々
は
、
命
の
懸
か
っ
た
冒
険
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に

し
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
一
般
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
初
め
て
接
す
る
光

景
だ
っ
た
は
ず
だ
。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
、
新
た
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
と
も

な
っ
て
い
た
―
―
「
夢
の
共
有
」。
そ
の
迫
真
性
が
、
閉
塞
感
か
ら
抜
け
出

せ
ず
に
い
る
、
と
り
わ
け
若
者
た
ち
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
観

客
と
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
一
体
と
な
っ
て
熱
狂
す
る
ラ
イ
ブ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

に
似
た
も
の
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
登
山
を
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
し
て
上
演
す
る
と
い
う

ア
イ
デ
ア
は
、
実
は
栗
城
が
初
め
て
思
い
つ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

登
山
史
を
見
る
と
、

世
紀
半
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
劇
場
で
『
モ
ン
・
ブ
ラ

19

ン
』
と
題
す
る
興
行
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
登
山
を
題
材

に
し
た
見
世
物
で
、
当
時
の
観
客
の
大
人
気
を
博
し
た
。
舞
台
で
は
、
ア

ル
プ
ス
の
た
た
ず
ま
い
を
再
現
す
る
モ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
を
セ
ッ
ト
し
、
本

物
の
高
山
植
物
な
ど
も
並
べ
て
、
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の
リ
ア
ル
な
劇
場

性
を
演
出
し
た
。
そ
の
上
で
、
語
り
や
歌
で
登
山
の
様
子
を
面
白
お
か
し

く
演
じ
て
み
せ
た
。
当
時
は
ま
だ
ア
ル
プ
ス
の
山
は
大
衆
に
と
っ
て
馴
染

み
が
な
か
っ
た
が
、
こ
の
見
世
物
は
、
そ
れ
こ
そ
未
知
と
の
遭
遇
の
よ
う

な
驚
き
、
衝
撃
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

興
行
師
ス
ミ
ス
自
身
は
、
実
際
に
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
に
登
っ
て
い
た
。
そ

れ
は
、
い
わ
ば
初
期
投
資
で
、
こ
の
興
行
の
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、『
世
界
の

山
岳
大
百
科
』（
山
と
溪
谷
社
）
に
よ
る
と
「
最
初
の
2
シ
ー
ズ
ン
だ
け
で

も
観
客
数
が

万
人
を
超
え
、
ス
ミ
ス
は
1
万
7
0
0
0
ポ
ン
ド
、
現
在

20

の
貨
幣
価
値
に
し
て
1
2
0
万
ポ
ン
ド
（
1
8
0
万
米
ド
ル
）
以
上
の
収

入
を
得
た
」
と
い
う
。
ス
ミ
ス
が
実
際
に
演
じ
て
み
せ
た
内
容
に
は
、
事

実
も
あ
っ
た
が
、
人
の
関
心
を
惹
く
た
め
の
脚
色
や
、
誇
張
、
虚
言
も
多

か
っ
た
と
言
わ
れ
、
社
会
の
批
判
を
招
い
て
も
い
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の

後
も
興
行
師
と
し
て
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
・
ビ
ジ
ネ
ス
で
成
功
し
巨
万

の
富
を
稼
い
だ
。
彼
の
成
功
の
も
と
は
、
ま
さ
し
く
登
山
を
エ
ン
タ
ー
テ

イ
メ
ン
ト
に
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
の
麓
シ
ャ
モ
ニ
観
光
で
は
メ
ー
ル
・
ド
・
グ
ラ

ス
氷
河
見
物
が
目
玉
だ
っ
た
。
中
世
以
来
、
ア
ル
プ
ス
の
山
は
悪
魔
と
魔

物
が
跋ば
っ

扈こ

す
る
呪
わ
れ
た
世
界
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
セ
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ラ
ッ
ク
と
ク
レ
バ
ス
が
錯
綜
す
る
氷
河
は
、
文
字
通
り
の
デ
ス
・
ゾ
ー
ン
、

死
の
領
域
の
光
景
そ
の
も
の
で
、
婦
人
た
ち
の
中
に
は
恐
怖
の
あ
ま
り
失

神
す
る
者
さ
え
い
た
そ
う
だ
。
ま
さ
に
デ
ス
・
ゾ
ー
ン
を
体
験
す
る
ホ

ラ
ー
ツ
ア
ー
だ
っ
た
わ
け
で
、
怖
い
も
の
見
た
さ
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
の
魅
力
の
一
つ
だ
。

そ
も
そ
も
ス
ポ
ー
ツ
に
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
と
い
う
要
素
が
そ

な
わ
っ
て
い
る
。
現
代
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
化
さ

れ
た
ス
ポ
ー
ツ
の
最
高
の
例
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
人
は
何
を
楽
し
ん
で
い

る
の
か
。
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
が
、
時
代
に
よ
っ
て
変
容
す
る
娯
楽
・

享
楽
の
享
受
形
態
で
あ
る
限
り
、
す
ぐ
れ
た
仕
方
で
、
そ
の
時
代
に
か
か

わ
る
感
受
性
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
い
か
に
楽
し
ま
せ
る

か
、
と
い
う
点
で
栗
城
は
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
が
良
く
て
、
そ
れ
を
現
代
の

メ
デ
ィ
ア
の
枠
組
み
に
う
ま
く
は
め
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
登

山
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
化
と
い
う
発
想
自
体
は
、
栗
城
の
独
創
で
は

あ
り
得
な
い
。

さ
ら
に
、
栗
城
が
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
し
た
「
7
大
陸
最
高
峰
・
単

独
無
酸
素
」
と
い
う
企
図
も
、
登
山
の
観
点
か
ら
は
と
く
に
評
価
に
価
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
著
者
自
身
が
わ
か
っ
て
い
る
と
お
り
だ
。
た

だ
『
山
と
溪
谷
』
誌
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
単
独
無
酸
素
に
つ

い
て
さ
え
「
単
独
・
無
酸
素
」
を
強
調
す
る
け
れ
ど
、「
実
際
の
登
山
は
そ

の
言
葉
に
値
し
な
い
」
と
い
っ
た
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
れ
ほ
ど
の
評
判
を
と
っ
た
の
は
「
ご
く
普
通
の

青
年
が
、
弱
さ
も
含
め
て
自
分
を
さ
ら
け
出
し
、
高
峰
に
挑
む
姿
は
人
々

を
引
き
つ
け
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
同
誌
の
指
摘
が
当
を
得
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
弱
い
も
の
、
な
い
し
未
熟
さ
へ
の
共
感
な
の
だ
。
そ

れ
を
メ
デ
ィ
ア
が
巧
み
に
演
出
し
て
み
せ
た
。
そ
の
事
象
を
、
著
者
は
メ

デ
ィ
ア
人
の
一
人
と
し
て
解
明
し
て
み
せ
て
く
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
記
述
に
登
山
用
語
を
こ
と
さ
ら
に
は
め
込
ん
だ
こ
と
で
、
文

の
趣
旨
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
触
れ
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、

〈
本
当
の
「
デ
ス
・
ゾ
ー
ン
」
は
栗
城
さ
ん
の
中
に
あ
っ
た
〉
と
言
う
。
こ

こ
で
、
著
者
は
、
栗
城
が
陥
っ
た
絶
望
的
な
状
況
の
こ
と
を
記
し
、
そ
こ

か
ら
、
最
後
に
は
み
ず
か
ら
死
を
望
む
こ
と
に
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い

る
。外

部
の
閉
塞
状
況
に
対
し
て
呈
示
さ
れ
る
内
な
る
デ
ス
・
ゾ
ー
ン
と
は
、

感
情
の
次
元
を
超
え
た
、
そ
れ
以
上
の
何
か
の
表
象
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
デ
ス
・
ゾ
ー
ン
を
、
栗
城
は
「
単
独
」
で
目
指
し
た
。
そ
う
し
て
デ
ス
・

ゾ
ー
ン
で
演
じ
ら
れ
た
死
は
、
栗
城
な
り
に
死
に
挑
む
こ
と
に
新
た
な
地

平
を
模
索
し
た
が
ゆ
え
の
冒
険
者
と
し
て
の
死
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と

も
、
本
格
的
な
登
山
の
知
識
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
な
い
ま
ま
、
い
た
ず
ら
に

登
山
を
弄
ん
だ
末
に
追
い
込
ま
れ
た
挫
折
者
と
し
て
の
自
死
だ
っ
た
の

か
。「
自
身
は
死
を
望
ん
で
い
た
」
と
言
う
か
ら
に
は
、
著
者
に
は
、
そ
の

死
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
問
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
の
あ
と
に
続
く
記
述
に
は
こ
う
あ
る
。

〈
私
は
こ
の
原
稿
に
取
り
か
か
る
ま
で
は
、
こ
う
考
え
て
い
た
―
―
。
／
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彼
の
登
山
は
ギ
リ
ギ
リ
無
酸
素
と
表
現
で
き
た
と
し
て
も
、
単
独
と
呼
べ

る
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
、
と
。
／
今
は
、
逆
だ
。
／
栗
城
さ
ん
の
登
山

は
無
酸
素
で
は
な
か
っ
た
。
／
だ
が
、
彼
の
人
生
は
、
天
を
突
く
エ
ベ
レ

ス
ト
の
真
っ
白
な
頂
の
よ
う
に
「
単
独
」
だ
っ
た
。〉

お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
著
者
は
、
登
山
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
的
行
為
に
よ
せ

て
栗
城
の
人
生
を
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
推
測
す
る
。
な
ん
ら

か
特
定
の
事
象
や
事
物
に
情
緒
的
に
仮
託
し
て
あ
る
種
の
想
い
と
い
っ
た

も
の
を
語
る
の
は
、
日
本
の
小
説
な
ど
で
は
よ
く
使
わ
れ
る
手
法
だ
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
「
単
独
・
無
酸
素
」
と
は
一
般

的
に
は
あ
ま
り
馴
染
み
の
な
い
登
山
独
特
の
用
語
だ
。
そ
の
た
め
、
こ
れ

と
人
生
を
語
る
言
葉
と
を
並
列
的
に
使
っ
て
い
る
と
、
登
山
用
語
と
し
て

の
用
法
と
一
般
的
な
語
法
と
の
違
い
に
混
乱
が
生
じ
や
す
い
。
本
書
の
よ

う
に
一
般
読
者
を
対
象
に
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
を
読

者
側
に
求
め
る
の
は
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
、
そ
も
そ
も
の
暗

喩
の
ね
ら
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。

こ
こ
で
言
う
「
単
独
」
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
表
現
し
て
い
る
の
か
。

も
と
も
と
単
独
と
は
、登
山
用
語
で
は
自
分
以
外
、ほ
か
の
一
切
の
サ
ポ
ー

ト
な
し
で
登
る
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
だ
が
、
栗
城
は
、
そ
の
登
山
に
お
い
て

も
人
生
の
生
き
方
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
単
に
孤
独
と
い
う
な
ら
、
究
極
を
目
指
す
登

山
家
の
す
べ
て
は
孤
独
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
孤
独
と
闘
い
な
が
ら
未
踏

の
世
界
に
挑
む
の
が
冒
険
者
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
孤
独
と
も
栗
城
は
、
こ

れ
ま
た
無
縁
だ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。

な
ら
ば
、
登
山
家
の
「
単
独
」
に
仮
託
し
て
、
通
常
の
孤
独
感
と
は
区

別
さ
れ
た
い
か
な
る
境
位
を
、
著
者
は
伝
え
よ
う
と
意
図
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
文
意
の
明
確
さ
よ
り
も
、
感
情
移
入
的
な
気
分
の
共
感
と
で
も
い
う

べ
き
情
緒
面
で
の
効
果
を
先
行
さ
せ
た
こ
と
で
、
死
の
消
息
が
曖
昧
化
さ

れ
た
ま
ま
に
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

（
飯
田
年
穗
)

尾
上
昇
著

『追
憶
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

マ
カ
ル
ー
裏
方
繁
忙
録
一
九
七
○
』

記
録
と
い
う
も
の
は
、
記
録
す
る
対
象
が
同
じ
で
も
、〝
誰
〞
が
記
録
す

る
か
に
よ
っ
て
、語
ら
れ
る
内
容
や
印
象
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、『
追
憶
の
ヒ
マ
ラ
ヤ

マ
カ
ル
ー
裏
方
繁
忙
録
一
九
七
〇
』

は
、
1
9
7
0
年
の
日
本
山
岳
会
東
海
支
部
に
よ
る
マ
カ
ル
ー
東
南
稜
登

山
隊
の
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
別
の
側
面
を
教
え
て
く
れ
る
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一
冊
だ
と
い
え
る
。

著
者
の
尾
上
昇
氏
は
日
本
大
学
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
で
、
こ
れ
ま
で
に
東
海
支

部
支
部
長
や
日
本
山
岳
会
会
長
を
歴
任
し
て
き
た
。
東
海
支
部
の
一
員
と

な
っ
た
の
は
半
世
紀
以
上
前
の

年
代
半
ば
で
、
マ
カ
ル
ー
登
山
隊
に
渉

60

外
担
当
の
隊
員
と
し
て
参
加
し
た
の
は

歳
の
と
き
だ
っ
た
。

26

マ
カ
ル
ー
東
南
稜
の
初
登
攀
は
、
当
時
の
世
界
の
登
山
界
に
お
い
て
エ

ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
登
攀
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
た
。
エ
ベ
レ
ス
ト

初
登
頂
者
の
エ
ド
モ
ン
ド
・
ヒ
ラ
リ
ー
は
、

年
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
ベ

70

ス
ト
ス
リ
ー
と
し
て
、
ク
リ
ス
・
ボ
ニ
ン
ト
ン
率
い
る
イ
ギ
リ
ス
隊
の
ア

ン
ナ
プ
ル
ナ
Ｉ
峰
南
壁
と
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
隊
の
ロ
ー
ツ
ェ
・
シ
ャ
ー
ル

と
と
も
に
、
こ
の
東
海
支
部
の
マ
カ
ル
ー
東
南
稜
を
挙
げ
て
い
る
。
ヒ
マ

ラ
ヤ
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
幕
開
け
を
告
げ
る
画
期
的
な
登

山
の
一
つ
だ
っ
た
の
だ
。

本
書
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
裏
方
繁
忙
録
」
と
あ
る
よ
う
に
、
登
山

活
動
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
登
山
許
可
取
得
や
資
金
集
め
に
奔
走
し

た
尾
上
氏
の
裏
方
と
し
て
の
仕
事
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
。

隊
の
公
式
報
告
書
と
し
て
『
遥
か
な
る
未
踏
の
尾
根

マ
カ
ル
ー
1
9
7

0
年
』（

年
刊
行
）
と
い
う
重
厚
な
本
が
出
て
い
る
が
、
本
書
と
報
告
書

72

を
読
み
比
べ
て
み
る
と
興
味
深
い
発
見
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
登
山
許
可
を
取
得
す
る
に
あ
た
っ
て
、
報
告
書
に
は
「
強

力
な
政
治
家
の
口
添
え
を
得
て
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
強
力
な
政
治
家
」

と
は
誰
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
の
政
治
家
と
の
つ
な
が
り
を

持
っ
た
の
か
が
本
書
で
は
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
尾
上
氏
が
ほ
か
の

隊
員
と
と
も
に
政
治
家
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
の
後
に
登
山
許
可
取
得
の
交

渉
を
ま
と
め
て
い
く
過
程
を
読
む
と
、
こ
の
時
代
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
に
は

政
治
的
な
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

ま
た
、
同
じ
年
に
日
本
山
岳
会
本
部
が
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
を
計
画
し
て

お
り
、
準
備
の
過
程
で
「
東
海
支
部
と
本
部
の
接
触
が
再
燃
し
た
」
と
い

う
記
述
が
報
告
書
に
あ
る
。
渉
外
担
当
で
あ
っ
た
尾
上
氏
は
、
そ
の
「
接

触
の
再
燃
」
の
矢
面
に
立
っ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
、
当
時
の
本
部
の
対
応

へ
の
苦
い
思
い
が
包
み
隠
さ
ず
に
語
ら
れ
て
い
る
。

登
山
隊
の
企
画
や
組
織
作
り
に
お
い
て
は
、
支
部
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
委
員
会

の
事
務
局
長
を
務
め
て
い
た
原
真
氏
が
強
烈
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮

し
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、一
方
で「
切
ら
れ
る
者
や
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
に
な
る
者
や
行
方
不
明
に
な
る
人
間
さ
え
発
生
し
た
」
と
報
告
書
に
は

書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
切
ら
れ
た
者
の
一
人
が
、
の
ち
に
第
二
次
Ｒ
Ｃ
Ｃ

隊
を
率
い
て
ポ
ス
ト
モ
ン
ス
ー
ン
の
エ
ベ
レ
ス
ト
初
登
頂
を
成
功
に
導
い

た
湯
浅
道
男
氏
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
は
本
書
で
初
め
て
知
っ
た
。
原
氏

か
ら
の
指
示
を
受
け
て
、
尾
上
氏
が
湯
浅
氏
に
話
を
し
に
い
く
く
だ
り
か

ら
は
、
公
式
報
告
書
に
は
決
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
人
間

ド
ラ
マ
を
感
じ
た
。

本
書
で
は
ほ
か
に
も
、
渉
外
担
当
と
し
て
募
金
集
め
に
苦
慮
し
た
こ
と

な
ど
も
語
ら
れ
て
い
る
。
国
内
で
の
す
べ
て
の
準
備
を
終
え
て
、
カ
ル

カ
ッ
タ
へ
と
向
か
う
飛
行
機
の
中
、尾
上
氏
は
シ
ー
ト
に
身
を
委
ね
て「
こ
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れ
で
私
の
仕
事
は
、
終
わ
っ
た
」
と
一
人
感
慨
に
浸
っ
て
い
た
と
い
う
。

普
通
に
考
え
れ
ば
、
出
発
し
て
か
ら
が
本
番
で
あ
り
、
国
内
の
雑
事
を
離

れ
て
気
持
ち
は
そ
れ
ま
で
以
上
に
目
的
の
山
に
集
中
し
て
い
く
は
ず
だ
。

し
か
し
、
尾
上
氏
に
と
っ
て
は
、「
私
の
中
で
の
マ
カ
ル
ー
は
、
日
本
を
出

発
し
た
時
点
で
、
完
了
し
た
」「
日
本
出
発
に
漕
ぎ
つ
け
た
満
足
感
と
達
成

感
で
、
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
な
ど
に
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
」
そ
う
だ
。

こ
う
し
た
言
葉
か
ら
も
、
裏
方
と
し
て
ど
れ
だ
け
苦
心
惨
憺
し
た
か
が
伝

わ
っ
て
く
る
。

実
際
の
登
山
活
動
で
は
、
尾
上
氏
は
Ｃ
3
上
部
で
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ

が
か
か
り
、早
期
に
前
線
か
ら
の
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

登
頂
の
最
終
ス
テ
ー
ジ
で
の
隊
員
2
名
の
一
時
的
な
行
方
不
明
や
、
彼
ら

の
捜
索
と
発
見
、
そ
し
て
田
中
元
・
尾
崎
祐
一
両
隊
員
に
よ
る

時
間
に

25

お
よ
ぶ
壮
絶
な
頂
上
往
復
行
動
な
ど
、
マ
カ
ル
ー
登
山
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と

い
え
る
一
連
の
行
動
に
は
加
わ
れ
ず
、
Ｂ
Ｃ
で
状
況
を
見
守
る
の
み
で

あ
っ
た
。

隊
員
の
消
息
が
つ
か
め
ず
、
重
々
し
い
空
気
に
包
ま
れ
る
Ｂ
Ｃ
で
、
尾

上
氏
は
原
氏
か
ら
「
す
ぐ
に
日
本
に
帰
国
し
、
家
族
に
報
告
す
る
よ
う
に
」

と
の
指
示
を
受
け
、
何
か
家
族
に
渡
せ
る
も
の
は
な
い
か
と
行
方
不
明
の

隊
員
の
テ
ン
ト
に
入
る
。
そ
の
テ
ン
ト
内
で
と
め
ど
な
く
涙
を
流
し
た
こ

と
も
、
公
式
の
記
録
に
は
残
ら
な
い
が
、
尾
上
氏
が
語
り
残
し
て
お
き
た

か
っ
た
記
憶
な
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
本
書
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
は
こ
こ
ま
で
述
べ

て
き
た
1
9
7
0
年
の
マ
カ
ル
ー
登
山
隊
の
話
で
、
第
二
部
は
「
私
と
山
、

若
き
冒
険
の
日
々
と
山
岳
会
」
と
題
し
、
山
と
の
出
会
い
や
日
大
山
岳
部

時
代
の
こ
と
、
大
学
卒
業
直
後
に
参
加
し
た
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
遠
征
、
東

海
支
部
支
部
長
や
日
本
山
岳
会
会
長
時
代
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。

マ
カ
ル
ー
で
は
体
調
不
良
の
た
め
に
思
う
よ
う
な
登
山
が
で
き
ず
、
尾

上
氏
自
身
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
は
裏
方
話
が
メ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る

が
、
日
大
Ｏ
Ｂ
隊
の
一
員
と
し
て
臨
ん
だ
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
遠
征
で
は
25

日
間
に
わ
た
る
橇
旅
行
か
ら
始
ま
り
、
目
的
の
山
で
あ
っ
た
マ
ウ
ン
ト
・

フ
ォ
ー
レ
ル
な
ど
極
地
の
山
々
の
登
攀
の
様
子
が
生
き
生
き
と
し
た
筆
致

で
語
ら
れ
て
い
く
。

「
同
じ
釜
の
飯
を
食
っ
て
き
た
屈
託
の
な
い
仲
間
同
士
の
山
登
り
は
、
実

に
愉
快
だ
」

こ
の
言
葉
に
、
世
代
は
大
き
く
違
え
ど
も
、
同
じ
く
大
学
山
岳
部
出
身

で
あ
り
、
卒
業
直
後
に
若
手
Ｏ
Ｂ
で
構
成
さ
れ
た
隊
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を

経
験
し
た
筆
者
と
し
て
は
、
大
い
に
共
感
す
る
。

マ
カ
ル
ー
登
山
で
の
不
調
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
後
は
学
生
時
代

や
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
遠
征
の
よ
う
な
激
し
い
登
山
が
で
き
な
い
体
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
尾
上
氏
。
し
か
し
、
山
へ
の
情
熱
が
衰
え
る
こ
と
は

な
く
、
こ
れ
ま
で
東
海
支
部
が
派
遣
し
て
き
た

に
も
及
ぶ
海
外
登
山
隊

40

に
は
総
隊
長
や
実
行
委
員
長
な
ど
の
立
場
で
主
体
的
に
関
わ
っ
て
き
た
。

そ
の
心
境
を
「
高
校
球
児
と
共
に
甲
子
園
で
闘
う
野
球
部
の
監
督
」
と
同

じ
だ
と
表
現
す
る
。
た
と
え
自
分
自
身
は
登
れ
な
く
と
も
、「
気
持
ち
は
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真
正
面
か
ら
海
外
の
山
と
向
き
合
っ
て
い
る
」
の
だ
。
そ
の
中
に
は
、
93

年
の
ク
ラ
ウ
ン
峰
の
初
登
頂
、

年
の
ウ
ル
タ
ル
Ⅱ
峰
の
初
登
頂
、

年

96

97

の
新
ル
ー
ト
か
ら
の
Ｋ
2
登
頂
、

年
か
ら
3
度
に
わ
た
る
冬
期
ロ
ー

01

ツ
ェ
南
壁
へ
の
挑
戦
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、

年
に
日
本
山
岳
会
の
会
長

09

と
な
っ
て
か
ら
は
、
若
年
会
員
の
入
会
促
進
の
た
め
に
「
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
Ｃ

Ｌ
Ｕ
Ｂ
」
の
設
置
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。

尾
上
氏
が
実
現
し
て
き
た
支
部
の
活
発
な
活
動
や
新
し
い
取
り
組
み
の

根
底
に
あ
る
の
が
、
マ
カ
ル
ー
以
来
、「
裏
方
」「
黒
子
」
と
し
て
実
践
し

て
き
た
組
織
運
営
と
、
東
海
支
部
に
お
い
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

「
創
始
の
志
」
だ
と
い
う
。
マ
カ
ル
ー
の
「
あ
ま
り
に
も
鮮
烈
で
強
烈
で

あ
っ
た
」
体
験
は
、
尾
上
氏
の
そ
の
後
の
人
生
に
も
影
響
を
与
え
続
け
た

の
だ
。

尾
上
氏
は
本
書
に
つ
い
て
、「
回
想
録
で
あ
り
、
独
白
」「
あ
る
い
は
備

忘
録
」
だ
と
し
、
あ
と
が
き
で
は
「
個
人
の
著
す
回
想
録
な
ど
と
い
う
も

の
は
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
相
場
が
決
ま
っ
て
い
る
」「
本
書
も
そ
の
類

な
の
で
『
つ
ま
ら
な
い
』
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ゴ
ミ
箱
直
行
で
も
構
わ

な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ
う
に
そ
の
時
代
に
生
ま
れ

て
さ
え
い
な
か
っ
た
者
か
ら
す
れ
ば
、
マ
カ
ル
ー
東
南
稜
初
登
攀
と
い
う

新
た
な
時
代
を
切
り
拓
い
た
登
山
隊
の
あ
る
一
面
と
、
そ
の
登
山
が
東
海

支
部
や
隊
員
で
あ
っ
た
尾
上
氏
に
残
し
た
も
の
を
知
る
た
め
の
、
貴
重
な

記
録
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
谷
山
宏
典
)

宇
根
寛
著

『地
図
づ
く
り
の
現
在
形

地
図
を
測
り
、
図
を
描
く
』

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
読
図
講
習
の
講
師
を
頼
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、

ご
多
分
に
漏
れ
ず
日
本
山
岳
会
で
も
年
に
1
〜
2
回
ほ
ど
、
地
図
読
み
の

講
習
を
受
け
持
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
に
感
じ
る
の
は
日
本
山
岳
会
外

部
の
若
い
登
山
者
の
「
地
図
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
欲
求

で
あ
る
。
ど
こ
に
も
所
属
せ
ず
に
山
を
登
っ
て
い
る
若
い
登
山
愛
好
者
は

山
に
行
く
回
数
を
重
ね
て
い
く
と
、
自
分
で
計
画
を
立
て
、
自
分
で
山
に

登
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
時
に
い
や
お
う
な
く
地
図
を
読
む

こ
と
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
昨
年
、
今
年
と
開
催
で
き
ず
に
い
る
が
、
そ
れ

以
前
は
、
ど
こ
で
も
読
図
講
習
の
告
知
を
す
る
と
す
ぐ
に
定
員
が
い
っ
ぱ

い
に
な
り
、
学
科
の
会
場
や
実
技
の
現
場
も
講
習
受
講
者
の
熱
気
で
あ
ふ

れ
て
い
た
。
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今
で
こ
そ
じ
っ
く
り
と
実
技
の
講
習
を
行
な
う
た
め
、
ほ
か
の
登
山
者

が
ほ
と
ん
ど
歩
か
な
い
よ
う
な
山
で
実
技
の
講
習
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

以
前
は
実
技
講
習
の
現
場
と
し
て
高
水
三
山
を
よ
く
利
用
し
て
い
た
。
高

水
三
山
は
沢
、
尾
根
、
ピ
ー
ク
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
て
、
最
後
の
惣
岳

山
付
近
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
歩
い
て
き
た
山
々
が
一
望
で
き
る
の
で
、
読

図
の
ポ
イ
ン
ト
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う

な
こ
と
は
誰
も
が
考
え
る
よ
う
で
、
集
合
場
所
か
ら
、
途
中
ま
で
と
あ
る

ツ
ア
ー
会
社
が
主
催
し
て
い
る
読
図
講
習
と
抜
き
つ
抜
か
れ
つ
な
ど
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
ん
な
高
水
三
山
だ
が
、
最
近
、
国
土
地
理
院
の
地
理
院
地
図
を
眺
め

て
い
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
読
図
講
習
の
中
で
「
地
図
上
は
道
が
こ

ち
ら
に
向
か
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
こ
ち
ら
に
道
が
あ
り
ま
す
。
地
形

図
に
も
登
山
道
の
位
置
に
関
し
て
は
間
違
い
が
あ
る
の
で
、
気
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。」
と
説
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
修
正
さ

れ
て
い
て
、
寸
分
た
が
わ
ず
実
際
の
道
の
通
り
に
修
正
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
使
え
て
い
れ
ば
余
計
な
説
明
は
い
ら
な
か
っ
た
な
と
思
う

と
同
時
に
、
国
土
地
理
院
の
正
確
な
地
図
作
り
へ
の
た
ゆ
ま
な
い
努
力
に

感
心
し
た
。

地
形
図
上
の
登
山
道
の
位
置
が
正
確
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
道
迷
い
遭

難
が
起
き
た
こ
と
が
あ
り
、
数
年
前
か
ら
国
土
地
理
院
で
は
登
山
道
の
位

置
の
修
正
を
手
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
め
の
こ
ろ
は
日
本
山
岳
会
に

Ｇ
Ｐ
Ｓ
デ
ー
タ
の
提
供
な
ど
の
協
力
要
請
も
あ
っ
た
が
、
最
近
は
非
常
に

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
山
行
記
録
サ
イ
ト
、
ヤ
マ
レ
コ
や
ヤ
マ
ッ
プ
と
協
定

を
結
び
、
そ
ち
ら
の
サ
イ
ト
に
大
量
に
記
録
さ
れ
て
い
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
の
記
録

の
提
供
を
受
け
る
。
そ
れ
を
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
し
て
、
ロ
グ
の
平
均
値
を

登
山
道
の
位
置
と
し
て
取
り
上
げ
、
登
山
道
の
位
置
の
修
正
を
行
な
っ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
高
水
三
山
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
一
部
の
山
（
特

に
有
名
な
山
）
で
は
、
登
山
道
の
位
置
が
非
常
に
正
確
で
あ
る
。
ち
な
み

に
本
書
で
は
地
図
作
り
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
解
説
し
た
「
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
地
図
を
変
え
る
」
の
「
地
図
を
描
い
て
い
る
の
は
あ
な
た
か

も
？
」
の
項
に
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
よ
る
登
山
道
の
位
置
の
修
正
の
説
明
が

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
国
土
地
理
院
の
地
図
作
り
は
日
進
月
歩
で
、
三
角
測
量
や

三
辺
測
量
は
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
今
は
精
度
の
高
い

緯
度
経
度
の
測
量
は
Ｇ
Ｎ
Ｓ
Ｓ
（
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
は
じ
め
と
す
る
人
工
衛
星
に

よ
る
位
置
の
測
定
）
と
電
子
基
準
点
で
行
な
っ
て
い
る
。
2
万
5
0
0
0

図
を
基
本
の
地
図
と
し
て
い
た
時
代
は
す
で
に
終
わ
り
、
2
0
0
9
年
か

ら
す
べ
て
の
地
図
の
基
本
と
な
る
の
は
、「
電
子
国
土
基
本
図
」
と
い
う
全

国
が
シ
ー
ム
レ
ス
に
つ
な
が
っ
た
デ
ジ
タ
ル
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
置
き

換
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
、
現
役
で
山
を
登
っ
て
い
る
方
は
す
で
ご
存
じ
か

と
思
う
。
紙
の
地
図
（
2
万
5
0
0
0
分
の
1
地
形
図
な
ど
）
は
す
べ
て

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
地
図
に
置
き
換
わ
る
た
め
、
2
0
0
9
年
以
降
は
紙

の
地
図
の
情
報
を
一
切
更
新
し
な
い
と
の
話
も
あ
っ
た
が
、
結
局
「
電
子

国
土
基
本
図
」
を
基
に
更
新
は
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
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紙
の
地
図
作
成
に
は
製
図
や
印
刷
の
時
間
が
ど
う
し
て
も
か
か
っ
て
し
ま

う
た
め
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
読
図
講
習
な
ど
に
紙
の
2
万

5
0
0
0
分
の
1
の
地
形
図
を
持
っ
て
来
ら
れ
る
と
、
実
際
の
現
場
と
道

の
位
置
や
建
造
物
、
植
生
な
ど
が
違
う
こ
と
が
多
く
、
説
明
に
苦
慮
す
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
よ
り
、
今
一
番
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
感

じ
る
の
は
、
地
図
に
盛
り
込
む
情
報
と
地
図
情
報
の
利
用
方
法
の
多
様
化

で
あ
る
。
地
図
が
紙
と
い
う
2
次
元
の
く
び
き
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
た

ん
、
地
図
の
可
能
性
は
無
限
大
と
な
り
現
在
で
は
生
活
や
趣
味
、
仕
事
に

か
か
わ
る
す
べ
て
の
局
面
で
「
電
子
国
土
基
本
図
」
を
ベ
ー
ス
に
し
た
地

図
や
位
置
、経
路
の
情
報
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
多
い
。

本
書
は
、
そ
う
い
っ
た
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
圧
倒
的
な
進
歩
に
よ
る
、
国

土
地
理
院
の
地
図
の
革
命
的
な
進
歩
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
何
が
起
こ
っ

て
い
る
か
を
、
地
図
作
り
の
歴
史
や
、
地
図
投
影
法
な
ど
、
地
図
の
基
本

か
ら
掘
り
起
こ
し
て
や
さ
し
く
解
説
し
て
い
る
。
著
者
は
「
あ
と
が
き
に

か
え
て
」
で
「
も
と
も
と
四
方
山
話
か
ら
始
ま
っ
た
上
に
、
た
び
た
び
思

考
が
中
断
し
、
ま
と
ま
り
の
な
い
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
」
と
謙
遜

し
て
い
る
が
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
。
日
進
月
歩
で
少
し
立
ち
止
ま
っ
て

い
る
と
た
ち
ま
ち
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
地
図
（
情

報
）
の
世
界
を
、
こ
れ
だ
け
順
を
追
っ
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
も
ら

う
と
、老
境
に
入
っ
て
固
く
な
っ
た
私
の
よ
う
な
者
の
頭
に
も
、地
図（
情

報
）
の
現
在
地
の
姿
が
自
然
に
入
っ
て
く
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。

著
者
は
国
土
地
理
院
一
筋
に
地
図
作
り
や
海
外
に
お
け
る
地
図
作
り
の

指
導
に
携
わ
っ
て
き
た
地
図
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者

自
身
が
自
認
し
て
い
る
よ
う
に
本
質
は
マ
ッ
プ
ラ
バ
ー
（
地
図
大
好
き
人

間
）。
地
図
を
愛
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
進
歩
の
激
し
い
地
図

の
世
界
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

読
図
講
習
を
し
て
い
て
よ
く
感
じ
る
の
は
、
地
図
は
考
え
た
り
理
解
し

よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
が
い
か
に
多
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
地
図
は
面
白
く
な
い
た
だ

の
記
号
の
羅
列
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
著
者
も
そ
う
だ
が
、

地
図
が
好
き
な
人
に
と
っ
て
、
地
図
は
見
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
に
描
い

て
あ
る
情
報
が
想
像
力
を
掻
き
立
て
、
地
図
の
場
所
に
連
れ
て
行
っ
て
く

れ
る
魔
法
の
じ
ゅ
う
た
ん
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
地
図
を
開
け
ば
そ
こ

に
景
色
が
広
が
り
、
田
ん
ぼ
の
上
を
流
れ
る
風
の
そ
よ
ぎ
や
、
山
頂
か
ら

見
下
ろ
す
ふ
も
と
の
眺
め
、
列
車
の
走
る
音
や
町
の
喧
噪
ま
で
が
聞
こ
え

て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
こ
に
は
理
屈
も
何
も
な
い
。

そ
れ
が
地
図
好
き
で
な
く
て
も
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
目
に
見
え
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
寂
し
い
よ
う
な
気
持
ち
も
す
る
が
、
う
れ

し
く
も
あ
る
。

本
書
に
も
詳
し
く
解
説
し
て
あ
る
が
、
2
0
1
3
年
か
ら
国
土
地
理
院

か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
「
地
理
院
地
図
」。
今
や
、
国
土
地
理
院
地
図
の
フ

ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
と
も
い
え
る
、
す
べ
て
に
利
用
で
き
る
基
本
的
な
地
図
で

あ
る
。
使
い
勝
手
が
非
常
に
良
く
、
私
も
常
日
頃
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
て
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い
る
電
子
地
図
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
触
っ
て
み
る
と
驚
く
ほ
ど
多
様
な
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
加

工
し
て
自
分
な
り
の
地
図
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
地
図
を
見
る
こ
と
は

当
然
だ
が
、
磁
北
線
を
付
け
た
り
、
ル
ー
ト
の
距
離
を
測
っ
た
り
、
地
図

を
3
Ｄ
で
表
現
し
た
り
は
も
ち
ろ
ん
、
三
角
点
の
情
報
や
、
年
代
別
の
講

習
写
真
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
、
標
高
・
土
地
の
凹
凸
な
ど
、
さ
ら
に
は
土

地
の
成
り
立
ち
や
、
災
害
に
関
す
る
情
報
ま
で
わ
か
っ
て
し
ま
う
か
ら
、

興
味
は
尽
き
な
い
。
こ
れ
も
紙
の
地
図
か
ら
電
子
デ
ー
タ
の
地
図
へ
の
転

換
の
な
せ
る
業
だ
が
、
紙
の
地
図
で
は
そ
の
面
白
さ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た

よ
う
な
人
に
も
地
図
の
面
白
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
契
機
づ
け
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
、
少
し
は
期
待
し
て
い
る
。

い
ま
や
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
「
電
子
国
土
基
本
図
」
を
ベ
ー
ス
と
し
た

ス
マ
ホ
の
地
図
ア
プ
リ
で
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
駐
車
場
の
様
子
を

あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
か
ら
登
山
口
に
行
き
、
山
を
登
れ
ば
ど
こ
に
花
の

群
落
が
あ
る
か
わ
か
る
。
さ
ら
に
山
頂
で
は
ベ
テ
ラ
ン
や
ガ
イ
ド
が
あ
の

山
は
〇
○
、
あ
の
山
は
〇
○
な
ど
と
解
説
す
る
前
に
山
の
名
前
が
わ
か
っ

て
し
ま
う
。
ふ
も
と
に
下
り
れ
ば
温
泉
や
グ
ル
メ
が
ど
こ
に
あ
っ
て
、
そ

の
日
が
営
業
日
か
ど
う
か
、
メ
ニ
ュ
ー
の
内
容
が
ど
う
か
ま
で
手
に
取
る

よ
う
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
。

地
図
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
登
山
者
が
地
図
を
読
ま
な
く
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
た
だ
、そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

地
図
の
面
白
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
山
を
登
る
地
図
愛
好
者
の

務
め
だ
と
信
じ
て
、
私
は
今
後
も
読
図
講
習
の
講
師
を
続
け
て
い
く
こ
と

に
な
る
に
違
い
な
い
。

(近
藤
雅
幸
)

G.B.Schaller
著
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介
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歳
だ
ろ
う
か
。
評
者
は

年
前
の

88

22

『
山
岳
』
第

年
の
図
書
紹
介
欄
に
、
W
ildlife
ofthe
T
ibetan
Steppe

94

（
1
9
9
8
年
）
と
い
う
本
を
紹
介
し
て
い
て
、
そ
の
冒
頭
に
、「
今
か
ら

十
八
年
前
の
「
山
岳
」
の
こ
の
欄
に
Ｇ
．Ｂ
．シ
ャ
ラ
ー
の
Stones
of

Silence（
1
9
8
0
年
）
と
い
う
本
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
記
し

た
。
そ
の
時
か
ら
す
で
に

年
も
経
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
シ
ャ
ラ
ー

40

は
新
た
に
表
記
の
Into
W
ild
M
ongolia（
2
0
2
0
年
）
と
い
う
本
を

書
い
て
い
る
。
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シ
ャ
ラ
ー
は
マ
ウ
ン
テ
ン
ゴ
リ
ラ
に
し
て
も
、
セ
レ
ン
ゲ
テ
ィ
ー
ラ
イ

オ
ン
に
し
て
も
、
ア
ジ
ア
の
野
生
ヤ
ギ
、
ヒ
ツ
ジ
に
し
て
も
、
ま
た
ジ
ャ

イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
の
時
も
、
学
術
書
の
ほ
か
に
一
般
向
け
の
興
味
深
い
調

査
旅
行
記
を
書
き
残
し
て
お
り
、
達
者
な
著
述
家
で
も
あ
る
。
本
書
は
1

9
9
8
年
の
上
記
の
学
術
書
W
ildlife
ofthe
T
ibetan
Steppe
に
対
応

す
る
調
査
旅
行
記
に
当
た
る
も
の
だ
が
、
主
に
チ
ベ
ッ
ト
、
チ
ャ
ン
タ
ン

に
つ
い
て
書
い
た
調
査
旅
行
記
T
ibetW
ild
(Island
Press,2012）
が

上
梓
さ
れ
て
い
る
し
、
写
真
を
主
体
と
し
た
T
ibet's
H
idden

W
ildeness(A
bram
s,1997）
も
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の

部
分
に
つ
い
て
は
宿
題
と
し
て
残
り
、
今
よ
う
や
く
果
た
し
終
え
た
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

1
9
8
0
年
か
ら

年
の
間
は
四
川
省
で
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
パ
ン
ダ
の

85

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
行
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
途
中
の
1
9
8
4
年

か
ら
は
入
域
解
禁
後
間
も
な
い
青
海
に
も
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
疆
、

チ
ベ
ッ
ト
に
対
象
地
域
を
広
げ
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
荒
漠
地
と
い
う
新
た

な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
移
行
し
、
そ
こ
に
生
息
す
る
有
蹄
動
物
、
チ
ル
ー
、
ア

ル
ガ
リ
、
バ
ー
ラ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ガ
ゼ
ル
、
ヤ
ク
、
ク
チ
ジ
ロ
ジ
カ
、

ノ
ロ
バ
（
キ
ャ
ン
）
な
ど
を
中
心
に
調
査
を
行
な
っ
た
。

年
に
及
ん
だ

11

こ
の
調
査
は
、
各
地
域
を
季
節
も
変
え
て
め
ぐ
り
つ
つ
同
時
並
行
的
に
行

な
わ
れ
た
が
、
こ
の
広
大
な
荒
漠
地
域
の
東
端
の
部
分
、
そ
し
て
、
時
間

的
に
後
半
に
当
た
る
時
期
に
は
モ
ン
ゴ
ル
に
ま
で
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
い

た
。

シ
ャ
ラ
ー
が
最
初
に
モ
ン
ゴ
ル
を
訪
れ
た
の
は
1
9
8
9
年
で
、
ま
だ

「
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
」
の
時
代
で
あ
り
、
交
渉
事
や
行
動
に
は
不
自
由

さ
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
年
は
ソ
連
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
が
進
み
、
そ

の
影
響
が
モ
ン
ゴ
ル
に
も
及
び
、
翌
年
に
は
自
由
選
挙
が
行
な
わ
れ
、
そ

し
て
、

年
に
は
社
会
主
義
体
制
も
放
棄
し
た
。
国
家
と
し
て
の
モ
ン
ゴ

91

ル
の
国
境
は
、
1
9
1
2
年
当
時
の
隣
国
（
中
華
民
国
と
ロ
シ
ア
）
と
の

関
係
の
中
で
ほ
ぼ
決
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
清
代
の
『
蒙
古
游
牧
記
』

に
も
あ
る
よ
う
に
、
国
境
の
外
側
に
広
く
〝
モ
ン
ゴ
ル
世
界
〞
は
広
が
っ

て
い
る
。
今
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
英
雄
譚
が
国

民
の
誇
り
と
し
て
復
権
し
、
縦
書
き
の
モ
ン
ゴ
ル
表
記
も
復
活
、
弾
圧
さ

れ
て
い
た
ラ
マ
教
が
息
を
吹
き
返
し
て
き
た
。
1
9
9
0
年
か
ら
は
西
側

諸
国
へ
の
旅
行
制
限
も
解
か
れ
て
、
調
査
活
動
の
範
囲
も
広
が
っ
た
。

内
陸
に
位
置
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
生
態
環
境
は
、
冷
涼
な
シ
ベ
リ
ア
と
乾

燥
し
た
中
央
ア
ジ
ア
の
両
要
素
が
あ
り
、
東
西
方
向
に
紡
錘
形
に
広
が
っ

た
領
域
の
分
水
界
を
挟
ん
だ
北
側
は
シ
ベ
リ
ア
、
南
側
は
中
央
ア
ジ
ア
へ

と
そ
れ
ぞ
れ
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
側
に
は
氷
河
が
点
在
す
る
ア

ル
タ
イ
な
ど
高
い
山
岳
地
帯
が
あ
る
。
起
伏
の
緩
や
か
な
ス
テ
ッ
プ
地
帯

は
モ
ン
ゴ
ル
中
央
部
に
東
西
方
向
に
広
が
っ
て
お
り
、
山
岳
地
帯
の
北
西

方
に
広
が
る
カ
ザ
フ
・
ス
テ
ッ
プ
に
連
な
る
。
こ
の
ス
テ
ッ
プ
の
南
側
は

荒
漠
地
（
ゴ
ビ
）
と
沙
漠
が
取
り
巻
い
て
お
り
、
こ
れ
も
南
西
方
の
青
海
、

チ
ベ
ッ
ト
、
チ
ャ
ン
タ
ン
の
荒
漠
地
へ
と
続
い
て
い
る
。

シ
ャ
ラ
ー
は
1
9
8
9
年
の
予
備
調
査
を
経
て
、
ゴ
ビ
と
ス
テ
ッ
プ
地

図 書 紹 介
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帯
、
そ
し
て
、
ア
ル
タ
イ
山
地
を
調
査
フ
ィ
ー
ル
ド
に
選
ん
だ
。

年
の

90

春
、
冬
、

年
の
冬
、

年
の
秋
、

年
の
夏
、

年
の
夏
に
そ
れ
ぞ
れ

91

92

93

94

2
ヶ
月
ほ
ど
留
ま
っ
て
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
後
も
2
0
0
7
年
ま
で
た

び
た
び
訪
問
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
最
後
に
訪
れ
た
の
が
2
0
1
8
年
で

あ
る
。
調
査
対
象
は
、
沙
漠
と
ゴ
ビ
に
最
後
の
野
生
種
と
し
て
残
っ
て
い

る
フ
タ
コ
ブ
ラ
ク
ダ
、
ノ
ロ
バ
（
ク
ー
ラ
ン
）、
ゴ
ビ
・
ヒ
グ
マ
、
山
岳
地

帯
に
生
息
す
る
ア
ル
ガ
リ
、
ユ
キ
ヒ
ョ
ウ
、
そ
し
て
、
大
き
な
群
れ
で
ス

テ
ッ
プ
地
帯
を
季
節
的
に
移
動
す
る
モ
ウ
コ
・
ガ
ゼ
ル
で
あ
る
。

牧
畜
経
済
中
心
の
モ
ン
ゴ
ル
は
人
口
密
度
が
非
常
に
低
く
、
鉱
山
や
石

油
開
発
、
過
放
牧
地
を
除
け
ば
自
然
環
境
へ
の
大
き
な
改
変
は
少
な
い
故

に
野
生
動
物
の
数
が
多
い
。
と
は
言
っ
て
も
、
日
常
的
に
ガ
ゼ
ル
の
肉
や

タ
ル
バ
ガ
ン
の
毛
皮
な
ど
が
資
源
と
し
て
交
易
対
象
に
な
り
、
オ
オ
カ
ミ

は
見
つ
け
次
第
射
殺
さ
れ
、
ま
た
、
外
国
人
ハ
ン
タ
ー
に
高
額
の
ラ
イ
セ

ン
ス
料
を
課
し
て
ア
ル
ガ
リ
や
ユ
キ
ヒ
ョ
ウ
な
ど
希
少
な
動
物
の
狩
猟
を

認
め
て
き
た
。
牧
民
に
よ
る
密
猟
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
状
態
を
改
善
し

な
け
れ
ば
、
残
さ
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
生
態
系
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
「
環
境
保
護
省
」
を
設
け
、
プ
ル
ジ
ェ
ワ

ル
ス
キ
ー
・
ウ
マ
や
野
生
フ
タ
コ
ブ
ラ
ク
ダ
な
ど
の
保
護
に
関
心
を
払
っ

て
い
る
と
は
い
え
、
経
済
的
な
事
情
か
ら
も
野
生
動
物
の
管
理
に
充
分
な

予
算
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

シ
ャ
ラ
ー
の
目
指
す
も
の
は
、
な
る
べ
く
自
然
状
態
の
ま
ま
動
物
た
ち

を
護
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
の
特
に
大
型
動
物
た
ち
の
分
布
や

行
動
を
調
べ
て
現
状
を
知
り
、
保
護
活
動
を
含
め
た
次
の
活
動
に
繋
げ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
政
府

に
対
し
て
も
中
国
の
場
合
と
同
様
に
自
然
保
護
区
の
設
定
を
提
案
し
、
継

続
的
な
調
査
協
力
を
モ
ン
ゴ
ル
人
研
究
者
に
対
し
て
行
な
っ
て
い
る
。
調

査
当
初
は
モ
ン
ゴ
ル
の
研
究
者
と
牧
民
た
ち
に
案
内
を
頼
み
、
ア
メ
リ
カ

の
2
人
の
若
手
研
究
者
も
加
え
、
そ
し
て
、
毎
度
の
こ
と
だ
が
K
ay
夫
人

を
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
伴
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
研
究
者
に
育
っ
た
息
子

の
Eric
も
幾
度
か
同
行
し
て
い
る
。

シ
ャ
ラ
ー
自
身
が
1
9
7
0
年
代
に
ヒ
ン
ズ
ー
・
ク
シ
ュ
に
お
い
て
ユ

キ
ヒ
ョ
ウ
の
野
外
調
査
を
最
初
に
行
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
テ
ン

シ
ャ
ン
で
、
パ
ミ
ー
ル
で
、
ク
ン
ル
ン
で
ユ
キ
ヒ
ョ
ウ
を
追
っ
て
い
る
。

モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
タ
イ
で
は
、
ゲ
ル
を
根
拠
地
に
し
て
じ
っ
く
り
時
間
を

か
け
た
。
食
い
か
け
の
ア
イ
ベ
ッ
ク
ス
に
罠
を
仕
掛
け
て
捕
獲
に
成
功

し
、
麻
酔
で
眠
ら
せ
首
に
送
信
機
を
つ
け
て
長
期
間
に
わ
た
る
行
動
追
跡

を
行
な
っ
て
い
る
（
本
書
の
カ
バ
ー
は
こ
の
捕
獲
時
の
写
真
）。

大
型
の
野
生
羊
ア
ル
ガ
リ
は
、中
央
ア
ジ
ア
の
山
岳
地
一
帯
に
分
布
し
、

歴
史
的
に
も
多
く
の
ト
ロ
フ
ィ
ー
ハ
ン
タ
ー
を
魅
了
し
て
き
た
。
パ
ミ
ー

ル
の
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
・
シ
ー
プ
（
O
visam
m
on
poli）
と
双
璧
を
な
す
の

が
巨
大
な
角
を
持
つ
モ
ン
ゴ
ル
・
ア
ル
ガ
リ
（
O
.am
m
on
am
m
on）
だ

が
、
今
や
ア
ル
タ
イ
や
ゴ
ビ
の
岩
山
で
孤
立
し
た
群
れ
と
な
っ
て
数
を
減

ら
し
て
い
る
。
こ
の
現
状
に
対
し
て
も
、
毎
年
欧
米
の
金
満
ハ
ン
タ
ー
た

ち
が
ア
ル
ガ
リ
の
角
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
。
モ
ン
ゴ
ル
政
府
は
2
0
1
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7
年
に
ラ
イ
セ
ン
ス
料
を
7
万
〜
8
万
ド
ル
に
引
き
上
げ
、
半
分
を
保
護

活
動
に
充
て
る
と
い
う
法
律
に
変
え
た
そ
う
で
あ
る
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
電
で
は
、

2
0
1
9
年
に
も
ア
ル
タ
イ
で
許
可
を
取
ら
ず
に
ア
ル
ガ
リ
を
撃
っ
た
問

題
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
人
と
は
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
長
男
だ
っ

た
そ
う
だ
）。

中
央
ア
ジ
ア
の
荒
漠
と
ス
テ
ッ
プ
に
は
4
種
類
の
ガ
ゼ
ル
が
地
域
を
分

け
て
生
息
し
て
い
る
。
東
端
に
当
た
る
モ
ン
ゴ
ル
東
部
の
ス
テ
ッ
プ
に
は

モ
ウ
コ
・
ガ
ゼ
ル
が
い
て
、
季
節
的
な
大
移
動
を
繰
り
返
す
。
ア
ジ
ア
で

は
希
な
、
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
の
レ
イ
ヨ
ウ
類
に
匹
敵
す
る
数
万
頭
も

の
大
群
が
見
ら
れ
る
。
シ
ャ
ラ
ー
は
毎
年
豊
か
な
草
原
が
広
が
る
チ
ョ
イ

バ
ル
サ
ン
の
周
辺
で
、
モ
ウ
コ
・
ガ
ゼ
ル
の
出
産
行
動
を
調
べ
た
。
こ
の

時
期
（
6
月
、
7
月
）、
オ
ス
た
ち
は
離
れ
た
位
置
に
い
る
。
や
が
て
合
流

し
大
き
な
群
れ
と
な
っ
て
移
動
を
続
け
て
ゆ
く
。
群
れ
は
こ
の
後
ど
こ
を

目
指
し
、ど
の
よ
う
に
行
動
を
す
る
の
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
、シ
ャ

ラ
ー
の
意
志
を
継
ぐ
若
手
の
研
究
者
た
ち
が
、
人
工
衛
星
を
使
っ
た
追
跡

シ
ス
テ
ム
（
A
rgos
System
）
を
用
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

(児
玉
茂
)
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追

悼

大
橋

晋
さ
ん

日
本
山
岳
会
の
図
書
委
員
会
で
は
、
こ
の
と
こ
ろ
元
理
事
・
元
委
員
長

の
三
好
ま
き
子
さ
ん
、
平
井
吉
夫
君
が
相
次
い
で
亡
く
な
ら
れ
、
こ
の
た

び
は
コ
ロ
ナ
禍
の
去
る
昨
年
7
月
、
現
役
委
員
で
最
古
参
の
大
橋
晋
さ
ん

が
亡
く
な
ら
れ
た
。
昭
和

年
代
前
半
、
私
が
図
書
委
員
会
に
仲
間
入
り

50

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
ろ
か
ら
の
お
付
き
合
い
は
、
か
れ
こ
れ

年
に
及

50

ぶ
。
山
行
で
も
会
議
で
も
、
実
に
几
帳
面
に
メ
モ
を
取
ら
れ
、
委
員
会
の

生
き
字
引
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
。
大
橋
さ
ん
の
図
書
委
員
会
へ
の
参
加

は
、
昭
和

年
代
だ
っ
た
よ
う
で
、
小
林
義
正
さ
ん
や
深
田
久
弥
さ
ん
ら
、

40

錚
々
た
る
図
書
委
員
会
第
一
世
代
の
方
々
が
活
躍
さ
れ
て
い
た
時
代
の
こ

と
な
ど
を
、
決
し
て
昔
話
を
得
意
げ
に
話
さ
れ
る
方
で
は
な
か
っ
た
が
、

何
か
の
折
に
お
聞
き
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
惜
し
ま
れ
る
。

日
本
山
岳
会
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
「
所

蔵
山
岳
図
書
・
絵
画
展
」
の
開
催
（
2
0
0
5
年
）
で
は
、
準
備
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
尽
力
さ
れ
た
。
開
催
前
夜
、
会
場
の
丸
善
丸
の
内
本

店
で
、
準
備
作
業
が
始
ま
っ
た
の
が
す
で
に
午
後
8
時
過
ぎ
。
不
手
際
の

あ
っ
た
丸
善
の
担
当
社
員
を
、大
橋
さ
ん
が
血
相
を
変
え
て
叱
り
飛
ば
し
、

居
合
わ
せ
た
一
同
が
凍
り
付
い
た
場
面
が
あ
っ
た
。
先
方
の
上
司
の
平
謝

り
で
そ
の
場
は
収
ま
っ
た
の
だ
が
、
平
素
も
の
静
か
な
大
橋
さ
ん
の
、
こ

の
と
き
の
気
迫
に
は
驚
い
た
。
そ
の
後
別
の
場
面
で
、
図
書
委
員
会
の
こ

と
を
あ
ら
ぬ
理
由
で
批
判
し
た
人
が
い
て
、
烈
火
の
ご
と
く
反
論
さ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
実
は
寡
黙
に
し
て
熱
血
漢
だ
っ
た
。

こ
の
図
書
展
で
は
、
約
2
0
0
冊
に
及
ぶ
出
展
図
書
の
解
題
付
き
目
録

を
発
刊
し
た
の
だ
が
、
そ
の
解
題
の
執
筆
に
当
た
っ
て
も
大
橋
さ
ん
は
積

極
的
に
分
担
を
買
っ
て
出
ら
れ
た
。
そ
の
一
部
、
次
の

点
は
大
橋
さ
ん

10

の
執
筆
だ
っ
た
こ
と
を
開
示
し
て
お
き
た
い
。
野
中
至
『
富
士
案
内
』、
小

島
烏
水
『
山
水
無
尽
蔵
』、
同
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
全
4
巻
、
丸
山
注
連
三

郎
・
高
島
伝
二
良
・
野
本
又
次
『
槍
が
獄
乃
美
観
』、
石
田
吟
松
『
山
の
画

帳
』、
幸
田
露
伴
『
枕
頭
山
水
』、
大
町
桂
月
『
一
簔
一
笠
』、
遅
塚
金
太
郎

追 悼
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『
山
水
供
養
』、
一
戸
直
蔵
・
河
東
碧
梧
桐
・
長
谷
川
如
是
閑
『
日
本
ア
ル

プ
ス
縦
断
記
』、
河
東
碧
梧
桐
『
日
本
の
山
水
』、
徳
富
猪
一
郎
『
名
山
遊

記
』。
い
ず
れ
も
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
山
書
の
古
典
で
あ
り
、
そ

の
解
題
と
な
る
と
私
な
ど
は
ち
ょ
っ
と
ひ
る
ん
で
し
ま
う
の
だ
が
、
快
く

引
き
受
け
て
的
確
な
解
題
を
書
か
れ
た
。

大
橋
さ
ん
は
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
、
大
修
館
書
店
か
ら
出
さ
れ
た

『
山
・
や
ま
辞
典
・
日
本
の
名
山
』（
昭
和

年
）
の
執
筆
に
も
参
加
さ
れ
、

63

富
士
山
、
槍
ヶ
岳
、
劔
岳
、
早
池
峰
山
、
妙
義
山
、
蔵
王
山
、
鳥
甲
山
、

浅
間
山
、
御
嶽
、
谷
川
岳
、
笠
ヶ
岳
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
を
担
当
さ
れ
て
い
る
。

よ
く
調
べ
上
げ
ら
れ
た
う
え
で
の
簡
素
な
筆
致
が
好
ま
し
く
、
つ
い
登
っ

て
見
た
い
な
と
思
っ
て
し
ま
う
。

大
橋
さ
ん
が
山
歩
き
を
始
め
た
の
は
昭
和

年
代
、
中
学
生
の
こ
ろ
。

20

や
が
て
國
學
院
大
學
に
進
み
、
在
学
中
は
山
岳
部
に
。
あ
ま
り
先
鋭
的
な

登
攀
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
谷
川
岳
や
八
ヶ
岳
、
南
・
北
ア
ル

プ
ス
で
岩
登
り
や
、
積
雪
期
登
山
で
基
礎
は
き
っ
ち
り
習
得
さ
れ
た
よ
う

だ
。
少
し
先
輩
に
当
た
る
松
永
敏
郎
さ
ん
（
故
人
・
本
会
元
常
務
理
事
、

評
議
員
）
と
親
し
く
、
卒
業
後
も
し
ば
し
ば
現
役
の
山
岳
部
の
合
宿
に
参

加
さ
れ
て
い
た
。
後
輩
山
岳
部
員
の
5
名
が
死
亡
し
た
北
ア
ル
プ
ス
の
硫

黄
岳
・
小
次
郎
沢
で
の
雪
崩
事
故
（
昭
和

年
3
月
）、
富
士
山
頂
で
の
低

44

体
温
症
に
よ
る
2
名
の
死
亡
事
故
（
昭
和

年
3
月
）
に
際
し
て
も
、
救

51

援
に
駆
け
付
け
て
お
ら
れ
る
。

の
ち
に
松
永
さ
ん
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
ご
自
身
の
山
行
記
録
を
ま
と
め

た『
い
わ
か
が
み
』（
平
成

年
、私
家
版
）を
出
版
さ
れ
た
。
巻
末
の「
登

21

山
譜
」
に
つ
い
て
ご
本
人
は
「
内
容
は
記
録
の
羅
列
で
あ
っ
て
、
目
を
通

さ
れ
た
方
は
興
味
を
引
か
な
い
だ
ろ
う
が
、私
に
は
過
去

年
に
な
る『
私

60

の
山
歩
き
』
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
本
の
中
で
い
ち
ば
ん

大
事
な
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
私
に
は
、
四
季
を
通
じ

て
丹
念
に
、
広
く
内
外
の
山
歩
き
を
楽
し
ま
れ
た
様
子
が
読
み
取
れ
た
。

確
か
に
年
月
、
山
名
、
地
名
の
み
の
羅
列
だ
が
、
こ
れ
に
同
行
者
名
が
加

わ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
も
の
か
と
惜
し
ま
れ
る
。

収
録
さ
れ
た
紀
行
文
「
タ
ト
ラ
の
山
旅
」
は
、
中
欧
ス
ロ
バ
キ
ア
の
高

タ
ト
ラ
山
脈
南
麓
の
タ
ト
ラ
街
道
周
辺
を
、
数
日
か
け
て
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

し
た
と
き
の
も
の
（
平
成

年

月
）。
図
書
委
員
で
発
案
者
の
平
井
吉

18

9

夫
君
を
リ
ー
ダ
ー
に
、
大
橋
さ
ん
は
ご
夫
妻
で
参
加
、
私
も
家
内
と
参
加

さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
お
互
い
ま
だ

代
の
元
気
だ
っ
た
こ
ろ
の
行
動
記
録

60

は
、
大
橋
さ
ん
ら
し
く
正
確
緻
密
で
、
私
の
母
校
の
山
岳
会
の
会
報
（
甲

南
山
岳
会
『
山
嶽
寮
』

号
、
平
成

年
）
に
も
掲
載
さ
せ
て
も
ら
っ
た

62

19

の
を
今
、
懐
か
し
く
再
読
し
た
と
こ
ろ
。
旧
ハ
ン
ガ
リ
ー
・
カ
ル
パ
チ
ア

山
岳
会
に
よ
り
創
建
維
持
さ
れ
て
い
た
頑
丈
な
山
小
屋
の
管
理
人
や
、
居

合
わ
せ
た
隣
国
ポ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の
グ
ル
ー
プ
登
山
の
高
校
生
ら
か
ら
、

日
本
人
に
会
う
の
は
初
め
て
だ
、
と
珍
し
が
ら
れ
た
こ
と
な
ど
思
い
出
さ

れ
る
。

パ
ミ
ー
ル
中
央
ア
ジ
ア
研
究
会
（
会
長
・
田
村
俊
介
氏
）
で
も
随
分
お

世
話
に
な
り
、
月
例
会
や
読
書
会
、
そ
れ
に
続
く
飲
み
会
で
い
つ
も
愉
快
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に
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
会
の
遠
征
で
新
疆
ウ
イ
グ
ル
を
訪

ね
（
平
成

〈
2
0
1
1
〉
年
）、
史
跡
見
学
に
加
え
て
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン

24

砂
漠
の
縦
断
自
動
車
旅
や
、
カ
シ
ュ
ガ
ル
か
ら
ト
ル
フ
ァ
ン
に
至
る
南
疆

鉄
道
の
旅
に
ご
一
緒
さ
せ
て
も
ら
い
、
予
備
知
識
た
っ
ぷ
り
の
大
橋
さ
ん

に
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
大
橋
さ
ん
は
す
で
に

中
央
ア
ジ
ア
諸
国
を
訪
れ
（
平
成
9
〈
1
9
9
7
〉
年
）、
レ
ー
ニ
ン
峰
の

Ｂ
Ｃ
付
近
で
の
山
歩
き
な
ど
の
経
験
を
お
持
ち
だ
っ
た
。
研
究
会
で
は
、

副
会
長
を
務
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
会
の
創
立

周
年
の
記
念
会

20

報
の
刊
行
（
平
成

〈
2
0
1
8
〉
年
）
に
際
し
て
は
、
す
で
に
体
調
思

30

わ
し
く
な
く
、
一
筆
い
た
だ
け
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ
っ
た
。

教
頭
ま
で
務
め
た
中
高
一
貫
の
名
門
、
豊
島
岡
女
子
学
園
で
は
、
長
年

登
山
部
の
部
長
で
、
生
徒
た
ち
と
の
山
行
も
頻
繁
に
参
加
さ
れ
て
い
た
。

山
の
動
植
物
に
も
詳
し
く
、大
い
に
頼
り
に
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

も
う

年
余
り
の
昔
、
丹
沢
で
の
こ
と
だ
が
、
私
は
岳
友
と
ふ
た
り
で
、

40

今
に
も
雨
の
降
り
出
し
そ
う
な
鬱
陶
し
い
空
模
様
の
な
か
、
し
ょ
ぼ
く
れ

て
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
急
に
な
ん
だ
か
華
や
い
だ
女
学
生
一
行
と
す
れ

違
っ
て
ハ
ッ
と
し
た
ら
、
そ
の
シ
ン
ガ
リ
に
颯
爽
と
大
橋
先
生
。
決
定
的

な
差
を
付
け
ら
れ
て
、
こ
ち
ら
は
さ
ら
に
し
ょ
ん
ぼ
り
。
リ
タ
イ
ア
後
に

も
登
山
部
の
Ｏ
Ｇ
た
ち
が
、
大
橋
先
生
を
囲
む
会
を
催
し
て
く
れ
る
と
嬉

し
そ
う
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
静
か
な
家
族
葬
で
は
、
教
え
子
た
ち

の
お
見
送
り
も
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

前
述
の
「
登
山
譜
」
の
記
載
は
平
成

（
2
0
0
8
）
年
で
終
わ
っ
て

20

い
る
が
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
奥
様
と
も
ご
一
緒
で
、
関
西
育
ち
の
我
々

夫
婦
を
、
秩
父
辺
り
に
1
泊
2
日
で
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。
お
伺
い
し
た

話
の
中
、
若
い
こ
ろ
か
ら
山
行
の
際
に
は
、
入
山
前
と
下
山
後
に
山
麓
の

宿
で
一
泊
す
る
の
を
理
想
と
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
。
適
切
な
宿
選
び
、

山
里
の
文
化
に
通
じ
た
会
話
で
、
山
行
の
値
打
ち
が
倍
増
し
た
よ
う
な
気

分
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
荷
造
り
が
周
到
で
、
欲
し
い
な
と
思
っ
た
も

の
が
、
サ
プ
ラ
イ
ズ
的
に
重
た
い
リ
ュ
ッ
ク
か
ら
出
て
き
た
。
寒
空
で
の

ホ
ッ
ト
ウ
イ
ス
キ
ー
、
山
桜
を
愛
で
な
が
ら
の
野
点
な
ど
な
ど
、
思
い
出

は
尽
き
な
い
。

こ
ち
ら
は
寂
し
さ
一ひ
と

入し
お

で
す
が
、
図
書
委
員
の
先
発
隊
、
三
好
さ
ん
や

平
井
君
が
首
を
長
く
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
と
も
ど
も
お
安
ら
か

に
。

（
越
田
和
男
）

〈
略
歴
〉

昭
和

（
1
9
3
5
）
年
：
東
京
都
品
川
区
旗
ノ
台
生
ま
れ

10

昭
和

（
1
9
5
4
）
年
：
國
學
院
大
學
文
学
部
入
学
。
在
学
中
は
山
岳

29

部
に
在
籍

昭
和

（
1
9
5
8
）
年
：
同
大
学
卒
業
。
同
年
、
日
本
山
岳
会
に
入
会
。

33

長
年
、
図
書
委
員
会
に
在
籍

昭
和

（
1
9
7
3
）
年
：
所
沢
市
に
転
居

48

昭
和

（
1
9
8
5
）
〜

（

）
年
：
常
務
理
事

60

61

86

昭
和

（
1
9
8
7
）
〜

（

）
年
：
理
事
、
図
書
委
員
長
な
ど
歴
任

62

63

88

平
成

（
2
0
0
8
）
年
：
永
年
会
員
に

20
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平
成

（
2
0
0
9
）
年
：
私
家
版
『
い
わ
か
が
み
』
を
出
版

21

令
和
2
（
2
0
2
0
）
年
7
月

日
：
急
性
心
筋
梗
塞
に
よ
り
逝
去
、
享

23
年
85

勤
務
先
：
出
版
社
等
を
経
て
豊
島
岡
女
子
学
園
中
学
・
高
校
に
て
国
語
の

教
鞭
を
執
り
、
教
頭
を
経
て
2
0
0
5
年

歳
ま
で
奉
職
。
そ

70

の
間
、
登
山
部
部
長
を
務
め
る

役

職
：
パ
ミ
ー
ル
中
央
ア
ジ
ア
研
究
会
で
副
会
長
、
監
事
、
理
事
な
ど

務
め
る

神
尾

重
則
さ
ん

神
尾
ド
ク
タ
ー
と
旅
を
し
て

叡
智
充
満
、
博
覧
強
記
、
愛
情
満
々
、
勇
気
凛
々
の
あ
の
人
が
な
ぜ
⁉

私
の
親
し
い
友
人
が
神
尾
ド
ク
タ
ー
の
逝
去
を
知
っ
た
と
き
、
こ
う
書
い

て
よ
こ
し
、
と
も
に
そ
の
悲
報
に
う
ろ
た
え
た
。

長
年
に
わ
た
り
神
尾
ド
ク
タ
ー
に
は
、
仲
間
と
し
て
私
た
ち
の
様
々
な

相
談
事
を
聞
い
て
も
ら
い
、
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
き
た
、

心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
言
っ
て
も
よ
い
人
だ
っ
た
。
当
然
、医
師
と
し
て
も
、

贅
沢
な
こ
と
に
も
私
た
ち
の
ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー
的
な
存
在
で
あ
り
、
歳
と

と
も
に
病
い
が
増
え
て
き
た
私
た
ち
に
、
幅
広
い
知
識
と
経
験
に
基
づ
く

的
確
な
判
断
と
今
後
の
取
り
組
み
つ
い
て
心
強
い
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

そ
し
て
、
誰
も
が
弱
気
に
な
っ
て
い
た
と
き
、
晴
れ
や
か
に
な
っ
た
よ
う

な
気
持
ち
に
な
る
も
の
だ
っ
た
。
博
覧
強
記
か
ら
な
る
科
学
、
医
学
の
世

界
を
超
え
た
幅
広
い
観
点
か
ら
の
助
言
だ
っ
た
か
ら
、
そ
う
言
え
る
の
だ

ろ
う
。

そ
の
ド
ク
タ
ー
が
突
然
、
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
た
な
ど
、
全
く
信
じ

ら
れ
な
い
よ
う
な
大
き
な
出
来
事
で
、
昨
年
の
8
月
以
降
、
な
ぜ
神
尾
ド

ク
タ
ー
が
…
…
、と
い
う
あ
き
ら
め
き
れ
ぬ
思
い
を
、い
ま
だ
に
引
き
ず
っ

て
い
る
。

私
が
ド
ク
タ
ー
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
年
以
上
前
の
こ
と
に
な
る
。

30

東
京
都
板
橋
区
に
あ
っ
た
都
立
豊
島
病
院
を
訪
れ
、
私
が
中
心
に
な
り
に

進
め
て
い
た
カ
ラ
コ
ラ
ム
の
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
登
山
隊
に
医
師
と
し
て
の
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参
加
を
お
願
い
に
行
っ
た
と
き
だ
。
診
療
の
忙
し
い
合
間
を
縫
っ
て
白
衣

姿
で
現
わ
れ
た
ド
ク
タ
ー
は
、
そ
の
後
も
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
終
始

に
こ
や
か
な
表
情
で
、
休
み
が
う
ま
く
取
れ
た
ら
参
加
し
ま
し
ょ
う
、
と

言
っ
て
く
れ
た
。
の
ち
に
分
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
彼
も
私
も
ネ
パ
ー
ル
の

ダ
ウ
ラ
ギ
リ
の
隣
の
山
、
ツ
ク
チ
ェ
・
ピ
ー
ク
（
6
9
2
0
ｍ
）
に
登
頂

し
て
い
た
。
私
は
1
9
7
0
年
に
、
ド
ク
タ
ー
は

年
に
母
校
の
宮
崎
大

80

学
山
岳
会
の
登
山
隊
で
そ
れ
ぞ
れ
登
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
か
ら
親

近
感
を
覚
え
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
心
を
向
け
る
同
志
的
な
気
持
ち
を
抱
く
よ
う

に
な
り
、
そ
の
後
の
ネ
パ
ー
ル
、
ド
ル
ポ
へ
の
思
い
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

日
本
人
側
は
ド
ク
タ
ー
を
入
れ
て
5
人
、
パ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
は
Ｋ
2

の
と
き
に
一
緒
だ
っ
た
ナ
ジ
ー
ル
・
サ
ビ
ー
ル
と
ハ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
た
ち

4
人
が
参
加
し
た
。
登
山
の
前
半
は
計
画
ど
お
り
順
調
に
進
ん
だ
も
の

の
、
意
外
と
氷
河
の
状
態
が
悪
く
、
天
候
の
悪
化
に
も
悩
ま
さ
れ
た
。
ま

た
、
ル
ー
ト
に
選
ん
だ
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
主
峰
の
南
稜
は
、
下
部
か
ら
見

え
な
い
所
が
と
て
も
長
く
、結
局
、登
頂
を
試
み
た
の
は
1
回
だ
け
に
な
っ

た
。私

と
ナ
ジ
ー
ル
、ハ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
3
人
は
、7
5
0
0
ｍ
の
最
終
キ
ャ

ン
プ
を
夜
が
明
け
ぬ
暗
い
う
ち
に
出
た
。
足
取
り
は
重
か
っ
た
が
、
ナ

ジ
ー
ル
と
私
と
で
ロ
ー
プ
を
張
り
な
が
ら
高
度
を
稼
い
だ
。
そ
れ
ほ
ど
急

で
は
な
い
岩
場
の
上
に
十
分
で
な
い
雪
が
積
も
り
歩
き
に
く
か
っ
た
が
、

時
間
を
か
け
れ
ば
登
れ
る
と
確
信
し
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
ず
っ
と
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に
陣
取
っ
て
く
れ
て
い
た
神
尾
ド

ク
タ
ー
は
、
実
質
的
な
隊
長
の
役
割
を
し
て
い
て
く
れ
た
。
各
キ
ャ
ン
プ

と
の
定
時
無
線
を
楽
し
み
に
し
て
い
て
、
穏
や
か
な
が
ら
も
力
強
い
叱
咤

激
励
の
声
が
カ
ラ
コ
ラ
ム
の
山
々
を
行
き
交
っ
た
。
と
き
に
は
と
て
も
文

学
的
な
表
現
で
、歴
史
上
の
人
物
や
戦
い
の
話
を
例
に
し
た
り
、今
に
な
っ

て
は
思
い
出
す
す
べ
も
な
い
が
、た
め
に
な
る
よ
う
な
話
題
が
多
か
っ
た
。

高
所
に
い
て
思
考
能
力
も
落
ち
、
歴
史
に
詳
し
く
な
い
私
で
あ
っ
た
が
理

解
も
そ
こ
そ
こ
で
き
、
高
尚
な
話
を
さ
れ
る
、
た
だ
な
ら
ぬ
人
だ
と
感
じ

て
い
た
。

予
定
よ
り
遅
れ
て
い
た
が
、
標
高
8
0
0
0
ｍ
の
頂
上
へ
と
続
く
急
斜

面
に
到
達
し
た
と
き
は
2
時
を
回
っ
て
い
た
。
あ
と
距
離
に
し
て
3
ピ
ッ

チ
く
ら
い
だ
っ
た
ろ
う
か
、
ち
ぎ
れ
飛
ぶ
雲
間
か
ら
頂
上
が
見
え
る
気
が

し
た
。
し
か
し
、
西
の
空
か
ら
黒
い
雲
が
徐
々
に
近
付
い
て
い
て
、
風
が

強
ま
っ
て
き
た
。
お
ま
け
に
ハ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
の
何
名
か
が
、
足
先
が
凍

傷
に
な
り
そ
う
だ
と
訴
え
る
。
こ
の
ま
ま
登
り
続
け
て
も
、
帰
路
が
と
て

も
不
安
だ
っ
た
。
ナ
ジ
ー
ル
と
1
ピ
ッ
チ
登
っ
て
気
持
ち
を
切
り
替
え
、

登
頂
を
潔
く
諦
め
た
。

そ
れ
ま
で
何
度
か
神
尾
ド
ク
タ
ー
と
や
り
取
り
を
し
て
い
た
が
、
そ
の

と
き
は
武
蔵
と
小
次
郎
の
巌
流
島
の
決
闘
を
話
題
に
し
た
、
し
ゃ
れ
た
話

だ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
高
所
で
聞
い
て
も
難
解
に
思
え
た
が
、
今
日
は

必
ず
登
れ
る
と
信
じ
て
い
て
く
れ
た
に
違
い
な
い
し
、
私
た
ち
以
上
に
無

念
な
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
冷
静
な
心
か
ら
の
ね
ぎ
ら
い

の
言
葉
を
聞
き
、
素
直
に
登
頂
へ
の
諦
め
の
気
持
ち
を
改
め
て
持
つ
こ
と
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が
で
き
た
。

最
初
か
ら
登
れ
る
と
思
っ
て
い
が
、
失
意
の
う
ち
に
終
わ
っ
た
登
山

だ
っ
た
。
久
し
ぶ
り
に
大
き
な
山
に
向
か
っ
た
満
足
感
は
あ
っ
た
も
の

の
、
や
は
り
大
き
な
む
な
し
さ
が
残
っ
た
。
足
取
り
重
く
Ｂ
Ｃ
に
戻
り
、

「
手
ご
わ
い
山
で
し
た
、申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
！
」と
言
う
私
に
、ド
ク
タ
ー

は
変
わ
ら
ぬ
ス
マ
イ
ル
と
元
気
の
良
い
声
で
、「
イ
ヤ
ー
残
念
だ
け
れ
ど
、

い
い
ん
で
す
、
こ
れ
で
。
私
な
り
に
山
を
楽
し
め
ま
し
た
し
…
…
」。
そ

の
大
ら
か
な
態
度
に
救
わ
れ
た
気
持
ち
に
な
り
、
何
か
大
切
な
も
の
を
教

え
て
く
れ
た
気
が
し
た
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
登
山
終
了
と
決
め
て
か
ら
天
候
が
回
復
し
た
。
め
っ

た
に
な
い
機
会
だ
か
ら
大
き
な
カ
ラ
コ
ラ
ム
の
山
々
を
眺
め
た
い
も
の
だ

と
、
ゴ
ン
ド
コ
ロ
・
パ
ス
越
え
で
ス
カ
ル
ド
へ
戻
っ
た
。
峠
か
ら
眺
め
る

白
く
輝
く
峰
々
は
す
ば
ら
し
く
、
誰
も
が
そ
の
絶
景
に
見
入
っ
て
い
た
。

日
間
を
異
国
の
地
で
と
も
に
過
ご
し
た
日
々
は
、
今
と
な
れ
ば
貴
重

77
な
時
間
だ
っ
た
。
結
果
は
失
敗
だ
っ
た
け
れ
ど
、
多
く
の
こ
と
を
話
し
合

い
、
お
互
い
を
知
り
、
将
来
へ
向
け
て
の
同
志
の
よ
う
な
気
持
ち
が
生
ま

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
、
登
山
期
間
延
長
で
帰
国
が
遅
れ
、
期
限

付
き
の
休
み
を
取
っ
て
来
て
く
れ
た
ド
ク
タ
ー
に
は
、
そ
の
後
大
き
な
迷

惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

都
立
病
院
を
辞
め
た
後
、
詳
し
く
は
知
ら
な
い
が
、
宮
崎
で
の
ス
ポ
ー

ツ
選
手
向
け
の
医
療
セ
ン
タ
ー
設
立
計
画
が
あ
り
、
そ
れ
に
医
師
と
し
て

参
加
を
誘
わ
れ
た
と
い
う
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
白
紙
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
し
て
東

京
あ
き
る
野
市
に
あ
る
落
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
院
長
に
決
ま
っ
た
と
の
こ
と

で
、
安
心
さ
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。

私
た
ち
と
し
て
は
、
東
京
に
い
て
く
れ
る
こ
と
が
心
強
い
と
勝
手
に
喜

び
、
仲
間
た
ち
と
の
交
流
を
長
く
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
仕
事
を
終
え

て
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
都
心
の
居
酒
屋
に
何
度
も
来
て
く
れ
た
。
こ
ち
ら
も

ケ
ガ
や
体
の
心
配
事
が
あ
れ
ば
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
気
安
く
訪
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。
ド
ク
タ
ー
の
人
柄
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
、
看
護
師
さ
ん
た
ち
や

ス
タ
ッ
フ
は
い
つ
も
元
気
な
笑
顔
で
優
し
く
、明
る
く
仕
事
を
し
て
い
た
。

木
材
を
基
調
に
し
て
建
て
ら
れ
た
し
ゃ
れ
た
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
中
に
は
、
山

の
写
真
や
、
当
時
エ
ベ
レ
ス
ト
へ

歳
で
の
登
頂
を
計
画
し
て
い
た
三
浦

60

雄
一
郎
氏
の
医
療
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
三
浦
氏
の
ス

キ
ー
板
な
ど
も
飾
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
、
患
者
さ
ん

た
ち
も
ゆ
っ
た
り
と
順
番
を
待
っ
て
い
て
、
心
が
落
ち
着
く
場
所
だ
っ
た

こ
と
が
懐
か
し
い
。
そ
れ
か
ら
は
、
地
元
に
根
付
い
た
医
療
を
提
供
す
る

医
師
と
し
て
広
く
信
頼
と
尊
敬
を
得
て
、
長
く
あ
き
る
野
市
に
勤
務
す
る

こ
と
に
な
る
。

そ
の
こ
ろ
私
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
ド
ル
ポ
地
方
を
撮
影
で
た
び
た
び
訪
れ

て
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
に
あ
る
ド
ル
ポ
の
こ
と
を
ド
ク
タ
ー
に
話
す

と
、
と
て
も
興
味
を
持
っ
て
く
れ
た
。
2
回
目
の
夏
に
訪
れ
た
と
き
、

麻
疹
は
し
か

が
流
行
し
て
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
感
染
し
、
十
数
人
の
幼
児
が
亡
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く
な
っ
た
。
町
か
ら
戻
っ
た
若
者
が
ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
ん
だ
た
め
で
、

た
ま
た
ま
私
た
ち
が
持
っ
て
い
た
抗
生
剤
を
配
布
し
た
と
こ
ろ
、
あ
っ
と

い
う
間
に
麻
疹
の
流
行
は
収
ま
っ
た
。

現
地
に
は
古
く
か
ら
「
ア
ム
チ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
医
が

い
る
が
、
治
療
は
主
に
薬
草
を
用
い
る
た
め
効
果
が
表
わ
れ
る
ま
で
時
間

が
か
か
る
。
そ
の
と
き
の
旅
の
様
子
を
ド
ク
タ
ー
に
話
す
と
、
ド
ル
ポ
に

伝
わ
る
伝
統
医
学
を
尊
重
し
つ
つ
西
洋
医
学
の
薬
を
取
り
入
れ
て
も
ら
う

こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
西
洋
と
東
洋
の
両

医
学
の
良
い
と
こ
ろ
を
補
い
な
が
ら
の
治
療
、
私
た
ち
の
次
の
目
的
が
そ

の
と
き
に
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

す
で
に
ド
ル
ポ
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
奨
学
支
援
を
行
な
う
た
め
、
ド
ク

タ
ー
も
参
加
し
て
も
ら
い
ド
ル
ポ
基
金
を
設
立
し
て
い
た
。
一
部
の
子
ど

も
に
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
学
校
で
学
ん
で
も
ら
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、

次
の
テ
ー
マ
と
し
て
ド
ル
ポ
医
療
セ
ン
タ
ー
設
立
を
計
画
し
た
。
国
際
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
貯
金
の
助
成
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
具
体
化
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
1
9
9
7
年
の
医
療
セ
ン
タ
ー
完
成
式
に
ド
ク
タ
ー

に
も
同
行
し
て
も
ら
っ
て
完
成
を
祝
い
、
診
療
活
動
を
行
な
う
こ
と
と

な
っ
た
。
神
尾
ド
ク
タ
ー
に
と
っ
て
初
め
て
の
、
念
願
の
ド
ル
ポ
の
旅

だ
っ
た
。

ド
ル
ポ
は
1
9
0
0
年
、
河
口
慧
海
師
が
大
蔵
経
の
原
典
を
求
め
チ

ベ
ッ
ト
へ
の
ル
ー
ト
に
選
ん
だ
地
で
あ
り
、
現
代
で
は
チ
ベ
ッ
ト
文
化
や

生
活
が
色
濃
く
残
る
地
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ド
ク
タ
ー
も
そ
の
旅
で
ド
ル

ポ
に
ま
す
ま
す
強
く
惹ひ

き
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
は
じ

め
伝
統
医
療
に
も
深
く
傾
倒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
各
村
の
ア
ム
チ
ー
と

の
交
流
、
村
人
の
診
療
な
ど
精
力
的
な
活
動
を
行
な
っ
た
。
当
時
と
し
て

は
ま
だ
珍
し
い
携
帯
型
の
エ
コ
ー
で
、
患
者
さ
ん
に
は
申
し
訳
な
い
が
、

得
意
げ
な
、
嬉
し
そ
う
な
様
子
で
診
察
す
る
姿
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ

は
無
邪
気
な
子
ど
も
が
、
無
心
に
物
事
に
熱
中
す
る
よ
う
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
神
尾
ド
ク
タ
ー
は
1
9
8
2
年
か
ら
東
京
医
科
大
大
学
院

で
博
士
課
程
に
進
み
、

年
に
は
エ
ベ
レ
ス
ト
街
道
の
ペ
リ
チ
ェ
診
療
所

83

（
東
京
医
科
大
学
高
山
医
学
研
究
所
）
に
長
期
間
滞
在
し
、
高
山
病
の
研
究

や
登
山
者
の
診
療
活
動
を
行
な
っ
た
。
専
門
は
呼
吸
器
外
科
だ
っ
た
が
高

所
医
学
の
専
門
家
で
も
あ
り
、
多
く
の
登
山
関
係
者
が
お
世
話
に
な
っ
た

こ
と
と
思
う
。

そ
れ
以
前
か
ら
、
神
尾
ド
ク
タ
ー
は
多
く
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
か
れ
て
い

た
。
主
に
は
医
学
関
係
の
出
版
物
だ
っ
た
が
、
地
元
の
西
多
摩
新
聞
に
も

連
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
き
お
り
私
の
も
と
に
も
コ
ピ
ー
が
挨
拶
代

わ
り
に
送
ら
れ
て
き
た
。
医
学
、
人
体
、
山
の
話
な
ど
多
様
な
話
題
が
、

日
本
の
古
典
や
文
学
の
世
界
に
ま
で
展
開
し
、
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
心
地
よ

い
、
し
か
も
、
と
て
も
格
調
高
い
文
章
と
と
も
に
ド
ク
タ
ー
の
世
界
へ
と

誘
わ
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。
3
年
間
ほ
ど
書
き
溜
め
た
も
の
が
、
当
然
の
こ

と
だ
が
一
冊
の
本
と
な
っ
た
。
題
し
て
『

重
さ
ん
山
の
カ
ル
テ
―
―
西

Dr.

多
摩
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
ま
で
』。
山
が
テ
ー
マ
だ
が
、
科
学
の
世
界
に
話
が
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及
び
、
文
学
の
香
り
高
い
言
葉
で
、
読
む
人
を
惹
き
付
け
た
。
親
し
い
仲

間
た
ち
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
、
六
本
木
で
出
版
記
念
パ
ー
テ
ィ
を
開
い

た
の
が
懐
か
し
い
（
2
0
0
2
年
）。

そ
の
後
も
、
院
長
と
し
て
の
忙
し
い
身
で
あ
り
な
が
ら
も
、
登
山
医
学

や
高
所
登
山
の
観
点
か
ら
山
岳
雑
誌
な
ど
様
々
な
場
に
寄
稿
し
て
い
た

が
、
的
確
で
分
か
り
や
す
い
話
は
多
く
の
読
者
の
心
を
つ
か
ん
だ
。
ド
ク

タ
ー
の
医
師
と
し
て
の
才
能
は
も
ち
ろ
ん
、
温
か
な
心
と
自
然
と
醸
し
出

さ
れ
る
人
徳
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
学
校
医
や
産
業
医
と
し
て
地
域
に
貢

献
し
、
日
の
出
町
医
師
会
長
や
西
多
摩
医
師
会
理
事
、
日
本
体
育
協
会
医

科
学
常
任
委
員
、東
京
都
山
岳
連
盟
顧
問
ド
ク
タ
ー
な
ど
を
歴
任
さ
れ
た
。

奥
多
摩
で
毎
年
開
か
れ
る
日
本
山
岳
耐
久
マ
ラ
ソ
ン
（
長
谷
川
恒
男
Ｃ
Ｕ

Ｐ
）
に
は
担
当
医
と
し
て
常
駐
さ
れ
、
山
で
の
仕
事
が
楽
し
み
だ
っ
た
よ

う
で
、
毎
回
起
こ
っ
た
出
来
事
を
楽
し
く
話
し
て
い
た
。

2
回
目
の
ド
ル
ポ
行
の
機
会
は
、

年
に
訪
れ
た
。
医
療
セ
ン
タ
ー
設

04

立
に
続
き
、
村
人
た
ち
の
要
望
で
ド
ル
ポ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ホ
ー
ル
（
集

会
場
）
を
建
設
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
村
人
た
ち
が
集
ま
り
話
し
合
え
る

所
、
婦
女
子
の
た
め
の
相
談
事
や
、
様
々
な
行
事
が
屋
内
で
行
な
わ
れ
る

こ
と
が
、
主
な
目
的
だ
っ
た
。
ド
ク
タ
ー
は
建
設
の
た
め
の
資
金
集
め
に

尽
力
し
て
く
れ
て
、
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
あ
き
る
野
か
ら
大
き
な
支
援

を
い
た
だ
い
た
。

忙
し
い
ド
ク
タ
ー
の
時
間
に
合
わ
せ
6
月
に
ド
ル
ポ
へ
向
か
っ
た
が
、

そ
の
年
は
雪
が
遅
く
ま
で
残
っ
て
い
て
、
峠
越
え
は
難
し
い
と
の
こ
と
。

贅
沢
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
ポ
カ
ラ
か

ら
一
気
に
奥
ド
ル
ポ
へ
入
っ
た
。

普
段
だ
っ
た
ら

日
間
は
か
か
る
カ
リ
・
ガ
ン
ダ
キ
か
ら
の
ル
ー
ト
。

10

残
雪
に
山
々
は
ま
ぶ
し
く
輝
き
、
懐
か
し
い
ツ
ク
チ
ェ
・
ピ
ー
ク
は
小
さ

い
な
が
ら
も
変
わ
ら
ぬ
姿
で
美
し
く
そ
び
え
、
ド
ク
タ
ー
と
顔
を
合
わ
せ

て
喜
び
合
っ
た
。
間
も
な
く
ダ
ウ
ラ
ギ
リ
方
面
か
ら
目
立
つ
谷
が
現
わ
れ

た
。
ヒ
ド
ゥ
ン
・
バ
レ
ー
だ
！

満
面
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
叫
ん
だ
ド
ク

タ
ー
の
顔
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
。
い
つ
か
こ
の
豊
か
な
谷
を
登
っ
て
み
た

い
で
す
ね
、
と
話
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
の
旅
に
は
、
も
う
一
つ
大
き
な
目
的
が
あ
っ
た
。
当
時
、
河

口
慧
海
師
が
越
え
た
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
峠
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が

あ
っ
た
が
、
ク
ン
・
ラ
と
い
う
説
が
確
定
し
て
い
た
。
す
で
に
私
は
一
度

訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ぜ
ひ
そ
こ
ま
で
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。

深
い
雪
に
足
を
取
ら
れ
な
が
ら
も
、念
願
の
峠
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
風
に
吹
か
れ
ル
ン
タ
＝
風
の
馬
が
は
た
め
き
、
チ
ベ
ッ
ト
高

原
は
果
て
し
な
く
、
穏
や
か
に
広
が
っ
て
い
た
。
ド
ク
タ
ー
は
感
慨
深
そ

う
だ
っ
た
。
ド
ル
ポ
を
2
回
旅
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ド
ル
ポ
へ
の
想
い
を

よ
り
い
っ
そ
う
強
く
し
た
に
違
い
な
か
っ
た
。

落
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
院
長
を

年
近
く
務
め
て
い
た
神
尾
ド
ク
タ
ー
と

20

は
そ
の
間
、
忙
し
い
合
間
を
縫
っ
て
何
回
か
海
外
の
旅
を
と
も
に
し
た
。
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ド
ル
ポ
へ
行
く
に
は
少
な
く
て
も
1
ヶ
月
の
日
数
が
必
要
で
、
そ
う
何
度

も
出
か
け
ら
れ
な
い
。
2
週
間
ほ
ど
で
の
旅
と
い
う
こ
と
で
、

年
に
は

09

中
央
ア
ジ
ア
探
索
旅
行
を
計
画
し
た
。
た
ま
た
ま
私
が
歴
史
家
の
金
子
民

雄
先
生
と
付
き
合
い
が
あ
り
、
先
生
に
案
内
を
お
願
い
し
て
、
ウ
ズ
ベ
キ

ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
を
巡
っ
た
。
金
子
先
生

の
ナ
マ
の
解
説
付
き
の
旅
と
い
う
、
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
私
に

と
っ
て
も
あ
こ
が
れ
の
地
、
中
央
ア
ジ
ア
初
め
て
の
旅
だ
っ
た
。
ド
ク

タ
ー
は
ず
い
ぶ
ん
勉
強
し
て
参
加
さ
れ
た
よ
う
で
、
思
い
つ
い
た
よ
う
に

話
が
展
開
す
る
先
生
に
は
、私
も
ド
ク
タ
ー
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

中
央
ア
ジ
ア
探
検
史
、
グ
レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
、
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
の
謎
、

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
ワ
イ
ン
と
美
女
、
汗
血
馬
、
ワ
イ
ン
の
試
飲
、
和
紙
工

場
な
ど
金
子
先
生
の
独
壇
場
で
あ
る
世
界
の
旅
は
西
へ
と
続
き
、
カ
ス
ピ

海
に
到
達
し
た
。
湖
水
の
水
に
手
を
浸
し
な
が
ら
、
想
い
を
さ
ら
に
ま
だ

見
ぬ
西
へ
と
馳
せ
た
。
次
回
は
こ
こ
か
ら
カ
ス
ピ
海
を
横
断
し
て
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
へ
上
陸
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
を
食
べ
て
ア
ラ
ラ
ッ
ト
山
に
登
り
ま

し
ょ
う
！

と
半
分
本
気
の
冗
談
を
言
い
合
っ
た
。
ド
ク
タ
ー
が
、
中
央

ア
ジ
ア
の
文
化
、
イ
ス
ラ
ム
の
世
界
へ
の
興
味
を
深
め
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。

こ
の
旅
で
は
、
私
は
ド
ク
タ
ー
と
同
室
だ
っ
た
。
眠
り
に
つ
く
ま
で
、

ぼ
そ
ぼ
そ
と
会
話
を
楽
し
ん
だ
。
初
め
て
一
緒
だ
っ
た
パ
キ
ス
タ
ン
の

旅
、
将
来
の
ド
ル
ポ
の
こ
と
、
共
通
の
知
人
た
ち
の
こ
と
、
懐
か
し
い
出

来
事
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
、
将
来
の
希
望
な
ど
を
語
り
合
っ
た
。
時
間

的
な
余
裕
の
あ
る
と
き
に
は
、
ま
だ
日
が
昇
ら
な
い
う
ち
の
早
朝
ジ
ョ
ギ

ン
グ
も
楽
し
ん
だ
。
静
か
に
た
た
ず
む
壮
麗
な
モ
ス
ク
が
、
本
来
の
美
し

い
色
に
輝
く
ま
で
、
と
も
に
見
と
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

そ
し
て
、
翌
年
に
は
ア
ラ
ラ
ッ
ト
山
登
山
を
実
行
し
た
。
頂
上
か
ら
の

下
山
時
、
発
達
し
た
雷
雲
に
つ
か
ま
り
、
ド
ク
タ
ー
と
顔
を
見
合
わ
せ
て

幸
運
を
祈
り
つ
つ
雪
面
に
伏
し
、
肝
を
冷
や
し
た
こ
と
が
懐
か
し
い
。
登

山
終
了
後
は
ノ
ア
の
箱
舟
歴
史
館
や
遺
跡
巡
り
を
楽
し
み
、
イ
ラ
ン
人
た

ち
に
交
じ
っ
て
国
境
を
越
え
よ
う
と
し
た
が
失
敗
。
い
つ
も
勝
手
な
こ
と

を
言
っ
て
、
ガ
イ
ド
泣
か
せ
の
私
た
ち
だ
っ
た
ろ
う
。
旅
の
最
後
は
ア
ナ

ト
リ
ア
人
が
多
く
、ロ
シ
ア
の
影
響
も
強
か
っ
た
カ
ル
ス
の
町
を
訪
ね
た
。

見
事
な
姿
で
残
る
ア
ニ
遺
跡
を
見
た
。
観
光
客
は
私
た
ち
し
か
お
ら
ず
、

は
る
か
遠
く
数
千
年
前
の
歴
史
の
舞
台
に
い
る
よ
う
な
、
西
ア
ジ
ア
に
い

る
こ
と
を
実
感
し
た
。
ド
ク
タ
ー
も
同
じ
想
い
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
し
て
、
な
ん
と
2
年
後
の

年
の
夏
に
は
、
カ
ス
ピ
海
南
岸
、
エ
ル

12

ブ
ル
ー
ス
山
脈
の
ダ
マ
バ
ン
ド
山
登
山
を
企
て
た
。
山
を
楽
し
ん
だ
後

は
、
観
光
コ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
が
ペ
ル
シ
ャ
世
界
を
旅
し
よ
う
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。
ド
ク
タ
ー
の
強
い
要
望
で
、ヤ
ズ
ド
の
拝
火
教
寺
院
と「
沈

黙
の
塔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
鳥
葬
台
跡
、
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
の
遺
跡
な
ど
を

見
学
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、
拝
火
教
に
か
な
り
の
興
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う

で
、
ぺ
ル
セ
ポ
リ
ス
の
遺
跡
で
壁
に
彫
ら
れ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
主
神
ア

フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
を
見
付
け
た
と
き
は
、
と
て
も
感
慨
深
そ
う
だ
っ
た
。
沈

黙
の
塔
に
登
っ
た
と
き
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
わ
る
鳥
葬
は
こ
の
地
か
ら
伝

追 悼
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わ
っ
た
の
で
は
、
と
深
く
想
い
を
巡
ら
せ
て
い
た
。

日
間
と
い
う
短
い

10

旅
だ
っ
た
が
、
ド
ク
タ
ー
の
並
々
な
ら
ぬ
知
的
好
奇
心
と
そ
れ
に
懸
け
る

強
い
情
熱
を
身
近
に
感
じ
、ど
の
よ
う
な
発
見
が
あ
っ
た
の
か
、ド
ク
タ
ー

の
次
の
リ
ポ
ー
ト
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

常
日
頃
「
雪
と
温
泉
と
酒
」
を
唱
え
て
い
た
ド
ク
タ
ー
は
、
忙
し
い
勤

務
の
合
間
を
縫
っ
て
ス
キ
ー
場
へ
ず
い
ぶ
ん
通
っ
た
。
特
に
テ
レ
マ
ー

ク
・
ス
キ
ー
は
お
気
に
入
り
で
、
い
つ
の
間
に
か
か
な
り
上
達
し
、
滑
り

は
見
事
だ
っ
た
。
私
が
最
後
に
ス
キ
ー
を
と
も
に
し
た
の
は
、
秋
田
県
の

森
吉
山
の
頂
上
か
ら
の
滑
降
だ
っ
た
。
転
ん
で
ば
か
り
い
る
私
を
し
り
目

に
、
樹
氷
の
間
を
縫
っ
て
華
麗
に
滑
る
ド
ク
タ
ー
の
姿
は
、
ま
ぶ
し
か
っ

た
。
函
館
の
高
校
時
代
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
目
指
し
、ス
ピ
ー
ド
・
ス
ケ
ー

ト
に
打
ち
込
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
、
滑
る
感
覚
は
相
当
な

も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
落
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
は
医
療
法
人
の
傘
下
に
あ
り
、
組
織
変

更
に
伴
い
閉
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ド
ク
タ
ー
は
総
合

病
院
で
あ
る
日
の
出
ヶ
丘
病
院
の
院
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
15

年
の
こ
と
で
、
経
験
や
実
績
を
買
わ
れ
て
の
こ
と
だ
が
病
院
運
営
に
も
携

わ
る
わ
け
で
、
ず
い
ぶ
ん
悩
ん
で
い
る
様
子
だ
っ
た
。
会
社
員
で
あ
れ
ば

歳
の
定
年
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
ろ
そ
ろ
ゆ
っ
く
り
と
好
き
な
山
や

60ス
キ
ー
の
世
界
に
戻
り
、
文
筆
活
動
な
ど
に
も
時
間
を
使
い
た
か
っ
た
ろ

う
。
し
か
し
、
病
院
側
の
強
い
要
望
で
、
短
い
期
間
で
あ
れ
ば
、
と
い
う

こ
と
で
院
長
を
引
き
受
け
た
が
、
何
事
に
も
真
摯
に
取
り
込
む
神
尾
ド
ク

タ
ー
は
、
多
忙
を
極
め
る
毎
日
と
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
も
、

年
と

年
の
2
回
、
ド
ル
ポ
へ
の
旅

17

19

を
実
施
し
た
。
か
ね
て
か
ら
ド
ル
ポ
基
金
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ー
ス
ワ
ー
ク

ス
ソ
サ
エ
テ
ィ
で
、「
ド
ル
ポ
地
区
Ｂ
型
肝
炎
根
絶
支
援
活
動
」
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
、
現
地
で
の
Ｂ
型
肝
炎
の
感
染
状
況
の
予
備
調
査
が
目

的
だ
っ
た
。
辺
境
の
地
で
あ
る
ド
ル
ポ
に
は
、
政
府
の
医
療
支
援
は
ほ
と

ん
ど
届
か
ず
、
い
ま
だ
に
感
染
率
は
高
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
が

奨
学
支
援
を
続
け
た
優
秀
な
女
の
子
が
、
将
来
、
婦
人
科
の
医
師
に
な
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
マ
ニ
ラ
の
大
学
で
専
門
の
医
学
部
に
進
む
際
、

彼
女
が
Ｂ
型
肝
炎
の
キ
ャ
リ
ア
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
進
学
を
断
念

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
た
ち
は
強
く
抗
議
し
た
が
、
英
語
圏
の
医
学
部

で
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
私
た
ち
の
背
中
を

押
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
し
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
ド
ク
タ
ー
は

そ
の
中
心
的
な
存
在
だ
っ
た
。

年
の
と
き
は
雨
期
が
長
引
き
、
例
年
よ
り
川
の
増
水
も
激
し
く
、
厳

17
し
い
行
動
と
な
っ
た
。
最
後
に
渡
る
予
定
の
川
の
橋
は
流
さ
れ
て
し
ま

い
、徒
渉
は
危
険
で
水
が
引
く
の
を
待
っ
た
。
結
局
、ま
だ
流
れ
は
強
か
っ

た
が
、
馬
を
使
っ
て
試
み
た
。
そ
の
旅
で
は
い
ち
ば
ん
の
冒
険
と
な
っ
た

が
、
な
ん
と
か
渡
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
ま
た
ま
ガ
イ
ド
が
撮
っ
た
私
た

ち
の
姿
が
格
好
良
く
、
ド
ク
タ
ー
は
堂
々
と
ま
た
が
る
馬
上
の
人
、
彼
の
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お
気
に
入
り
の
写
真
と
な
っ
た
。
大
分
遅
れ
て
目
的
の
村
テ
ィ
ン
ギ
ュ
ー

に
着
き
、
1
0
7
名
の
子
ど
も
に
対
し
血
液
検
査
を
実
施
で
き
た
。
Ｂ
型

肝
炎
の
キ
ャ
リ
ア
は
、

・
2
％
と
高
か
っ
た
。

25

目
的
地
に
た
ど
り
着
く
の
が
精
い
っ
ぱ
い
の
旅
と
な
り
、
帰
路
は
一
人

の
メ
ン
バ
ー
の
体
調
が
か
な
り
悪
く
な
っ
て
し
ま
い
、
日
数
的
な
余
裕
も

な
く
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
山
が
晴
れ
て
も
下
界
は

雨
。
結
局
、
1
週
間
も
待
つ
こ
と
と
な
り
、
よ
う
や
く
ド
ル
ポ
か
ら
脱
出

で
き
た
が
、
帰
国
は
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
私
と
一
緒
の
旅
で

は
2
回
目
の
失
態
、
今
で
も
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。

年
の
旅
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
す
ば
ら
し
い
も
の
と
な
っ
た
。
予
定

19
ど
お
り
計
画
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
ド
ル
ポ
の
何
ヶ
所
か
の
村
で
、
子

ど
も
た
ち
や
大
人
も
含
め
て
の
調
査
を
行
な
え
た
。
ド
ゥ
で
は
1
5
2

人
、
テ
ィ
ン
ギ
ュ
ー
で
1
0
3
人
、
コ
マ
で

人
を
検
査
し
、
や
は
り
感

47

染
率
は
高
い
所
で

％
に
達
し
て
い
た
。
感
染
に
は
主
に
母
子
感
染
で
あ

20

る
垂
直
感
染
と
、
人
と
人
と
の
接
触
に
よ
る
水
平
感
染
が
あ
る
。
先
進
国

で
は
0
・
1
％
、
首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
で
は
1
％
と
言
わ
れ
て
い
る
。
予
防
、

根
絶
に
は
乳
児
の
と
き
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。
水
平

感
染
に
つ
い
て
は
、住
民
た
ち
に
感
染
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
、

注
意
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
主
だ
っ
た
村
で
は
リ
ー
ダ
ー
た
ち
と
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
討
議
を
重
ね
、
今
後
の
協
力
を
得
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
り
の
多
い
ド
ル
ポ
で
の
予
備
調
査
が
で
き
、
ド

ク
タ
ー
は
大
い
に
満
足
げ
だ
っ
た
。

帰
路
は
、
ボ
ン
教
の
総
本
山
サ
ム
リ
ン
寺
や
、
聖
地
と
し
て
知
ら
れ
る

シ
ェ
イ
（
水
晶
）
寺
を
訪
れ
た
。
ド
ク
タ
ー
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
つ
い
て

も
十
分
学
ん
で
い
て
、
寺
の
像
や
壁
に
描
か
れ
た
貴
重
な
仏
画
を
じ
っ
く

り
と
見
て
い
た
。
最
後
は
5
0
0
0
ｍ
級
の
峠
を
2
度
ほ
ど
越
え
て
、
群

青
色
の
す
ば
ら
し
い
色
を
し
た
ポ
ク
ス
ン
ド
湖
に
出
た
。
前
回
は
時
間
切

れ
で
果
た
せ
な
か
っ
た
、
ド
ル
ポ
取
っ
て
置
き
の
地
を
す
べ
て
巡
る
こ
と

が
で
き
、
誰
も
が
大
満
足
の
旅
と
な
っ
た
。

キ
ャ
ン
プ
で
の
朝
食
前
に
、
ド
ク
タ
ー
と
私
が
お
気
に
入
り
の
カ
ト
マ

ン
ズ
・
コ
ー
ヒ
ー
を
淹い

れ
る
の
が
、
私
の
日
課
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
始
ま

る
一
日
だ
っ
た
が
、
今
は
ド
ル
ポ
の
旅
の
あ
ら
ゆ
る
シ
ー
ン
が
続
い
て
思

い
出
さ
れ
る
。
唇
を
切
っ
た
子
が
運
ば
れ
て
来
て
、
麻
酔
な
し
で
の
緊
急

手
術
、
顔
見
知
り
の
村
人
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
言
葉
が
通
じ
な
い
が
楽

し
い
や
り
と
り
と
記
念
写
真
、
峠
に
よ
う
や
く
た
ど
り
着
き
、
風
に
ひ
る

が
え
る
ル
ン
タ
と
ド
ク
タ
ー
、
夕
景
を
見
な
が
ら
の
贅
沢
な
夕
食
、
満
天

の
星
を
眺
め
な
が
ら
用
を
足
し
、
Good
N
ight!

予
備
調
査
を
終
え
受
け
入
れ
態
勢
も
で
き
、
今
後
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

ど
う
進
め
る
か
大
い
に
話
し
合
い
、
こ
れ
か
ら
が
本
番
と
思
っ
て
い
た
の

に
、
こ
れ
が
神
尾
ド
ク
タ
ー
と
の
最
後
の
旅
に
な
る
と
は
、
残
念
で
な
ら

な
い
。
な
ぜ
天
は
彼
を
召
さ
れ
た
の
か
、
早
過
ぎ
る
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の

や
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
…
…
。

訃
報
を
、
ネ
パ
ー
ル
や
パ
キ
ス
タ
ン
の
友
人
た
ち
に
知
ら
せ
た
。
彼
ら
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は
驚
き
、
同
様
に
な
ぜ
彼
が
…
…
と
電
話
の
向
こ
う
で
絶
句
し
た
。
私
た

ち
が
さ
さ
や
か
な
お
別
れ
の
会
を
開
い
た
日
に
、
彼
ら
は
仏
に
祈
り
、
ボ

ウ
ダ
ナ
ー
ト
に
1
0
8
本
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯と
も

し
、
何
日
間
も
祈
っ
て
く
れ

た
。そ

の
と
き
寄
せ
ら
れ
た
、
家
族
の
代
筆
に
よ
る
神
尾
ド
ク
タ
ー
最
後
の

手
紙
。

｢…
…
体
調
を
崩
し
、
休
職
し
て
治
療
に
専
念
し
て
い
ま
し
た
が
、
治
療

に
も
疲
れ
ま
し
た
の
で
、帰
る
こ
と
の
な
い
旅
に
出
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

今
頃
は
、
千
の
風
に
な
っ
て
、
秋
の
大
き
な
空
を
吹
き
わ
た
り
、
朝
は
鳥

と
な
っ
て
さ
え
ず
り
、
夜
は
満
天
の
星
空
の
ど
こ
か
で
輝
い
て
い
ま
す
の

で
、
足
を
止
め
て
風
を
感
じ
、
耳
を
澄
ま
せ
、
夜
空
を
見
上
げ
て
く
だ
さ

い
。
き
っ
と
お
会
い
で
き
る
と
思
い
ま
す
。」

あ
き
ら
め
き
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
現
世
と
の
見
事
な
別
れ
だ
っ
た

よ
う
な
、
死
生
観
に
基
づ
く
ド
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
の
美
学
が
終
わ
っ
た
よ

う
だ
っ
た
。

（
大
谷
映
芳
）

〈
略
歴
〉

1
9
5
3
年
4
月
：
東
京
生
ま
れ

1
9
7
4
年
：
宮
崎
医
科
大
学
医
学
部
入
学

1
9
8
0
年
：
ネ
パ
ー
ル
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ツ
ク
チ
ェ
・
ピ
ー
ク
に
南
西
稜

か
ら
初
登
頂

1
9
8
2
年
：
東
京
医
科
大
学
大
学
院
入
学

1
9
8
3
年
：
エ
ベ
レ
ス
ト
街
道
の
ペ
リ
チ
ェ
に
て
診
療
活
動

1
9
9
2
年
：
ガ
ッ
シ
ャ
ブ
ル
ム
Ⅰ
峰
登
山
隊
に
ド
ク
タ
ー
と
し
て
参
加

2
0
0
0
年
代
か
ら
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ー
ス
ワ
ー
ク
ソ
サ
エ
テ
ィ
に
参
画
、

5
回
ド
ル
ポ
へ

1
9
9
4
年
：
落
合
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
就
任

2
0
0
4
年
：『

重
さ
ん
の
山
の
カ
ル
テ
』
発
刊

Dr.

2
0
1
5
年
：
日
の
出
ヶ
丘
病
院
院
長
就
任

2
0
1
7
年
：
日
本
山
岳
会
理
事
に
就
任

2
0
2
0
年
8
月

日
：
逝
去
、
享
年

12
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ん
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か
れ
こ
れ
、
も
う

年
近
く
昔
の
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
当
時
、
私
は

40

中
村
純
二
・
東
大
教
授
を
「
中
村
先
生
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
稿
で
も
中
村
先
生
と
書
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
、
大
変
懇
意
に
し
て
い
た
だ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
長
い
間
、

ご
無
沙
汰
し
て
い
た
非
礼
を
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
村
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
本
会
の
ル
ー
ム
で
の
こ
と

だ
っ
た
。
常
任
評
議
員
を
し
て
い
た
先
生
を
私
に
紹
介
し
た
の
は
、
故

佐
々
保
雄
会
長
で
あ
る
。
私
は
青
森
支
部
設
立
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
で
、
会
長
と
は
以
前
か
ら
面
識
が
あ
っ

た
。私

が
ル
ー
ム
に
出
向
い
た
の
は
自
然
保
護
委
員
会
の
席
上
で
、
当
時
、

私
が
推
進
し
て
い
た
白
神
山
地
を
分
断
す
る
青
秋
林
道
の
建
設
反
対
運
動

に
協
力
を
求
め
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
経
緯
や
事
情
を
説
明
す

る
講
師
と
し
て
出
席
し
た
。
中
村
先
生
は
夫
人
と
同
席
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
後
、
私
と
の
山
行
の
と
き
も
、
東
京
で
お
会
い
し
た
と
き
も
常
に
夫
人

同
伴
だ
っ
た
。

ご
夫
妻
と
も
ど
も
誠
実
で
、
物
腰
の
柔
ら
か
い
態
度
が
印
象
に
残
っ
て

い
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
無
分
別
な
私
と
は
大
分
異
な
る
、
高
い
見
識

の
具
わ
っ
た
人
物
に
特
有
の
穏
や
か
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
私
が

上
梓
し
た
『
津
軽
白
神
山
が
た
り
』（
山
と
溪
谷
社
刊
）
に
、
中
村
先
生
ご

夫
妻
と
お
会
い
し
た
と
き
の
模
様
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
に
引

用
す
る
。

《
中
村
先
生
ご
夫
妻
は
、
白
神
山
地
に
林
道
が
開
設
さ
れ
、
結
果
と

し
て
ブ
ナ
原
生
林
が
伐
採
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
、
近
々
現
地
を

訪
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ひ
と
月
ほ
ど
の
間

に
、
先
生
は
毎
週
の
よ
う
に
手
紙
を
下
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
な

く
て
も
筆
不
精
の
私
は
一
度
し
か
返
事
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
先

生
か
ら
の
手
紙
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
奥
様
の
手
紙
も
同

封
さ
れ
て
い
ま
し
た
。》

中
村
先
生
ご
夫
妻
は
、
5
月
の
連
休
時
に
白
神
山
地
を
訪
れ
た
。
青

森
・
秋
田
の
県
境
稜
線
に
あ
る
二
ッ
森
ま
で
、
私
は
地
元
の
仲
間
と
と
も

に
同
行
し
た
。
そ
の
後
、
二
ッ
森
の
山
頂
か
ら
別
れ
て
先
生
ご
夫
妻
は
小

岳
に
向
か
っ
て
縦
走
し
、
何
日
か
し
て
下
山
の
途
次
、
迎
え
に
行
っ
た
私

た
ち
と
合
流
し
た
足
で
藤
里
駒
ヶ
岳
に
登
っ
た
。

眺
望
に
恵
ま
れ
、残
雪
の
峰
々
が
新
緑
の
樹
海
に
浮
か
び
立
っ
て
い
た
。

そ
の
日
は
5
月
3
日
、
憲
法
記
念
日
だ
。
山
頂
で
と
も
に
昼
食
を
と
り
な

が
ら
山
々
を
眺
め
渡
し
、「
今
日
は
い
い
日
で
す
ね
」
と
、
私
が
何
気
な
く

投
げ
掛
け
た
言
葉
に
中
村
先
生
は
「
そ
う
な
ん
で
す
」
と
答
え
た
。

私
は
う
ら
ら
か
な
日
和
に
ま
ど
ろ
む
山
々
の
た
た
ず
ま
い
を
指
し
て

言
っ
た
つ
も
り
な
の
だ
が
、
受
け
取
っ
た
中
村
先
生
が
返
し
た
言
葉
の
内

容
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。「
家
内
の
父
親
が
憲
法
制
定
に

関
係
し
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
で
、
め
で
た
い
日
な
の
だ
と
言
う
。

予
想
も
し
な
か
っ
た
そ
の
言
葉
を
、
私
は
上
の
空
で
聞
き
流
し
た
。
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後
年
、
何
が
ど
う
関
係
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
不
思
議
に
思
い
、
自

分
で
調
べ
て
み
て
驚
い
た
。
現
行
憲
法
の
制
定
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
高

名
な
憲
法
学
者
だ
っ
た
の
だ
。「
知
ら
ぬ
が
仏
」
と
は
、
私
が
聞
き
流
し
た

あ
の
と
き
の
無
反
応
ぶ
り
で
あ
る
。
認
識
不
足
も
甚
だ
し
く
、
や
は
り
私

は
噂
に
た
が
わ
ず
バ
カ
な
男
だ
、
と
深
く
恥
じ
入
っ
た
次
第
で
あ
る
。

そ
の
後
も
、
中
村
先
生
ご
夫
妻
は
白
神
山
地
を
訪
れ
て
い
る
。
断
片
的

だ
が
、
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
の
は
夏
の
赤
石
川
遡
行
で
あ
る
。
ブ
ナ
林

に
囲
ま
れ
た
水
量
豊
か
な
渓
流
を
、
た
ぶ
ん
2
泊
3
日
で
遡
行
し
た
は
ず

だ
っ
た
。

白
神
山
地
は
岩
木
山
と
と
も
に
、
私
が
高
校
時
代
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ

ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
山
神
を
崇
め
る
マ
タ
ギ
と
呼

ば
れ
た
地
元
の
熊
撃
ち
猟
師
と
の
付
つ
き
合
い
か
ら
学
ん
だ
伝
承
も
加
わ

り
、
前
近
代
的
な
山
行
が
愉
し
め
る
舞
台
で
も
あ
っ
た
。

当
時
、
私
は
毛
バ
リ
釣
り
と
焚
火
を
得
意
と
し
て
い
た
。
毛
バ
リ
で
尺

イ
ワ
ナ
を
釣
り
、
人
数
分
を
揃
え
る
。
焚
火
に
も
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
て
、

紙
く
ず
を
燃
や
す
よ
う
に
、
ど
う
で
も
い
い
か
ら
拾
い
集
め
た
薪
に
火
を

つ
け
て
燃
や
せ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
薪
も
厳
選
し
、
焚

火
は
芸
術
的
で
あ
り
美
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
、
今
も

変
わ
ら
ぬ
私
の
持
論
で
あ
る
。

私
た
ち
は
赤
石
川
の
遡
行
中
、
キ
ャ
ン
プ
し
な
が
ら
焚
火
で
あ
ぶ
っ
た

尺
イ
ワ
ナ
を
賞
味
し
、
ブ
ナ
林
に
育
ま
れ
た
白
神
山
地
の
自
然
を
満
喫
し

た
。
上
流
部
に
あ
る
「
魚
止
め
の
滝
」
を
、
通
常
は
右
岸
の
岩
場
を
登
っ

て
高
巻
く
の
だ
が
、
私
は
そ
の
と
き
、
以
前
、
マ
タ
ギ
か
ら
聞
か
さ
れ
て

い
た
左
岸
に
続
く
踏
み
跡
を
使
っ
て
高
巻
い
た
。

そ
の
高
巻
き
道
は
私
も
初
め
て
で
あ
り
、予
想
外
の
ヤ
ブ
漕
ぎ
状
態
に
、

私
は
失
敗
し
た
と
思
っ
た
。
戻
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
自
称
ベ
テ
ラ

ン
の
案
内
人
を
気
取
っ
て
い
た
私
と
し
て
は
バ
ツ
が
悪
か
っ
た
。
が
、
そ

れ
に
反
し
て
中
村
先
生
は
妙
に
感
心
し
て
い
た
。
マ
タ
ギ
の
安
全
に
対
す

る
知
恵
な
る
も
の
を
察
知
し
た
ら
し
い
。
そ
の
感
心
し
た
様
子
を
窺
い
な

が
ら
、
さ
す
が
科
学
者
と
も
な
れ
ば
、
私
の
よ
う
な
凡
俗
の
徒
と
は
目
の

着
け
ど
こ
ろ
が
違
う
、
と
内
心
、
私
は
感
服
し
た
。

そ
の
こ
ろ
私
は
喫
煙
し
て
い
て
、
一
服
し
た
後
の
吸
い
殻
を
、
む
し
り

取
っ
た
草
木
の
葉
に
包
ん
で
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
テ
ン
ト
場
で
焚
火
に
放

り
込
ん
で
燃
や
し
て
い
た
。

そ
の
次
の
山
行
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
が
、
お
会
い
し
た
と
き
、
中

村
先
生
は
私
に
携
帯
用
の
吸
い
殻
入
れ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
の

だ
。
私
は
そ
の
心
遣
い
に
感
激
の
溜
息
を
も
ら
し
た
。
や
は
り
、
こ
の
着

眼
点
と
い
い
、
私
と
は
い
さ
さ
か
人
格
的
に
も
次
元
が
異
な
る
よ
う
だ
。

中
村
先
生
は
第
1
次
・
2
次
・
3
次
の
南
極
観
測
隊
員
で
あ
り
、
ほ
か

に
も
東
大
の
Ｋ
7
（
6
9
3
4
ｍ
）
登
山
隊
で
総
隊
長
を
務
め
て
い
る
。

氷
雪
の
世
界
か
ら
文
明
社
会
に
戻
っ
て
来
た
と
き
の
思
い
出
話
を
、
渓
流

で
焚
火
に
当
た
り
、
杯
を
傾
け
な
が
ら
窺
っ
た
。
そ
の
沈
着
な
語
り
口
に

は
味
わ
い
が
あ
っ
た
。

上
京
の
折
、
一
度
だ
け
自
宅
に
お
邪
魔
し
た
こ
と
が
あ
る
。
近
所
ま
で
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行
っ
た
も
の
の
捜
せ
な
く
て
、
う
ろ
つ
い
て
い
る
私
を
夫
人
が
迎
え
に
出

て
く
れ
た
。
そ
の
と
き
も
、
中
村
先
生
は
穏
や
か
な
笑
顔
を
見
せ
て
歓
迎

し
て
く
れ
た
の
だ
が
、
ま
だ

代
の
若
か
っ
た
私
は
、
も
と
よ
り
恐
縮
の

30

至
り
で
緊
張
し
続
け
て
い
た
。
娘
さ
ん
ま
で
が
居
間
に
出
て
き
て
挨
拶
し

た
。
庭
か
ら
採
取
し
た
の
だ
と
言
っ
て
出
さ
れ
た
枝
豆
を
つ
ま
ん
で
食
べ

た
の
を
覚
え
て
い
る
。
定
か
で
は
な
い
が
、
き
っ
と
ビ
ー
ル
も
出
さ
れ
た

も
の
と
思
う
。
私
は
呆
れ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
酒
飲
み
だ
か
ら
、
決
し
て
粗

相
の
な
い
よ
う
に
自
ら
を
引
き
締
め
、
早
々
に
辞
去
し
た
。
相
手
が
立
派

だ
と
、
つ
い
人
見
知
り
し
て
し
ま
う
性
癖
が
、
情
け
な
い
こ
と
に
私
に
は

あ
っ
た
よ
う
だ
。

た
ぶ
ん
、
お
目
に
掛
か
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
が
最
後
だ
っ
た
気
が
す

る
。
思
う
に
、
私
は
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
中
村
先
生
に
接
し
、
自
分
に
は

な
い
、
近
付
き
が
た
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
感
覚
は
、
私
と

二
周
り
ほ
ど
異
な
る
年
齢
差
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
今

こ
の
稿
を
書
き
な
が
ら
気
付
か
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
科
学
者
と
し
て

の
中
村
先
生
か
ら
立
ち
昇
る
品
格
で
あ
る
。

短
い
年
数
だ
っ
た
が
、
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
体
験
は
貴
重

で
あ
り
、
あ
り
が
た
い
と
感
謝
し
て
い
る
。
同
時
に
、
疎
遠
に
な
っ
て
い

た
長
い
空
白
を
顧
み
て
、
も
う
少
し
お
近
付
き
が
で
き
て
い
れ
ば
、
私
自

身
の
成
長
の
糧
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
残
念
に
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
誌
面
を
借
り
て
、
衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（
根
深
誠
）

〈
略
歴
〉

1
9
2
3
年
9
月
：
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
生
ま
れ
る

1
9
4
1
年
4
月
：
第
一
高
等
学
校
理
科
に
入
学
、
旅
行
部
に
入
部

1
9
4
4
年

月
：
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
物
理
学
科
に
入
学
、
ス
キ
ー

10

山
岳
部
入
部

1
9
4
7
年

月
：
卒
業
後
、
東
京
大
学
教
養
学
部
助
手

10

1
9
5
6
〜

年
：
第
1
〜
3
次
南
極
地
域
観
測
隊
に
参
加

58

1
9
5
7
年
7
月
：
日
本
山
岳
会
に
入
会
、
紹
介
者
は
平
山
善
吉
元
会
長

1
9
6
7
年
6
月
：
東
京
大
学
ア
ラ
ス
カ
学
術
登
山
隊
隊
長
を
務
め
る

1
9
7
5
年

月
：
東
京
大
学
ス
キ
ー
山
岳
部
部
長
に

12

1
9
8
4
年
3
月
：
東
京
天
文
台
併
任
、
東
京
大
学
助
教
授
、
教
授
を
経

て
停
年
退
官
、
名
誉
教
授

1
9
8
4
年
6
月
：
東
京
大
学
ス
キ
ー
山
岳
部
カ
ラ
コ
ル
ム
学
術
登
山
隊

総
隊
長
を
務
め
る

1
9
9
3
〜

年
：
日
本
山
岳
会
の
理
事
や
評
議
員
を
歴
任
し
た
の
ち
副

96

会
長
に

2
0
0
8
年
：
同
名
誉
会
員
に
推
挙
さ
れ
る

2
0
2
0
年

月

日
：
逝
去
、
享
年

10

21

97
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平
井

一
正
さ
ん

2
0
2
1
年
2
月

日
、
先
生
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
ら
れ
た
。
享
年

、

15

89

ま
だ
ま
だ
元
気
に
我
々
後
進
の
指
導
を
願
え
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、

残
念
な
別
れ
と
な
っ
た
。
昨
年
暮
れ
か
ら
入
院
手
術
、
そ
の
後
意
識
を
な

く
さ
れ
た
ま
ま
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
た
同
じ
日
に
天
に
召
さ
れ
た
。
コ

ロ
ナ
の
影
響
で
お
見
舞
い
も
で
き
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ

る
。「
登
山
で
は
滅
法
強
か
っ
た
が
、
病
気
に
は
勝
て
な
か
っ
た
」
と
告
別

式
で
追
悼
の
辞
が
あ
っ
た
が
、
多
く
の
人
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。

1
9
5
0
年
、
京
都
大
学
山
岳
部
に
入
部
さ
れ
て
以
来
、
国
内
で
は
積

雪
期
の
剱
尾
根
に
挑
戦
さ
れ
る
な
ど
ご
活
躍
、
1
9
5
8
年
に
は
京
都
大

学
の
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
（
7
6
5
4
ｍ
）
遠
征
に
参
加
、
藤
平
正
夫
氏
と
と
も

に
頂
上
に
立
た
れ
た
。
最
終
キ
ャ
ン
プ
か
ら
頂
上
ま
で
、
胸
ま
で
あ
る
深

い
ラ
ッ
セ
ル
を
終
始
ひ
と
り
で
頑
張
っ
た
と
、
学
生
の
合
宿
に
参
加
さ
れ

た
、
冬
の
三
田
原
山
の
テ
ン
ト
で
昔
話
に
花
が
咲
い
た
こ
と
が
あ
る
。

チ
ョ
ゴ
リ
ザ
の
稜
線
で
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ー
ル
が
残
し
て
い
た
テ
ン
ト
を
発

見
し
て
、
そ
の
中
を
調
べ
ら
れ
た
話
は
生
々
し
く
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る

話
題
で
あ
っ
た
。

神
戸
大
学
山
岳
部
・
山
岳
会
で
は
、
1
9
5
3
年
以
降
、
山
岳
部
長
と

し
て
部
員
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
高
木
正
孝
先
生（
マ
ナ
ス
ル
先
遣
隊
、

第
1
次
登
山
隊
隊
員
）
が
1
9
6
2
年
、
南
太
平
洋
の
フ
ァ
ッ
ツ
ヒ
バ
島

で
学
術
調
査
中
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
事
件
が
あ
っ
た
。
偉
大
な
指
導
者

を
失
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
京
都
大
学
の
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
と
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ

（
7
7
4
2
ｍ
）
遠
征
に
参
加
と
い
う
輝
か
し
い
経
歴
を
持
っ
た
平
井
先

生
が
突
然
、
神
戸
大
学
に
登
場
さ
れ
た
。

神
戸
大
学
工
学
部
計
測
工
学
科
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
た
の
は
1

9
6
4
年
、
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
初
登
頂
か
ら
6
年
後
、
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
遠

征
か
ら
2
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
1
9
6
5
年
に
神
戸
大
学
山
岳
部
の
副

部
長
に
就
任
さ
れ
、
現
役
部
員
の
指
導
に
当
た
ら
れ
た
。

1
9
6
6
年
3
月
、
神
戸
大
学
山
岳
部
は
春
山
合
宿
で
西
鎌
尾
根
か
ら

槍
ヶ
岳
を
目
指
し
て
行
動
中
、
千
丈
沢
乗
越
手
前
で
部
員
が
水
鉛
谷
へ
滑

落
す
る
事
故
が
あ
っ
た
。
先
生
は
捜
索
隊
に
参
加
さ
れ
、
先
頭
を
切
っ
て
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雪
崩
の
恐
れ
を
も
の
と
も
せ
ず
遺
体
発
見
と
収
容
に
活
躍
さ
れ
た
。
そ
れ

以
来
、
今
日
ま
で
神
戸
大
学
山
岳
部
と
山
岳
会
に
深
く
関
わ
ら
れ
た
。
1

9
8
6
年
に
は
山
岳
部
部
長
に
、
1
9
9
7
年
に
は
山
岳
会
会
長
に
就
任

さ
れ
た
。
2
0
0
6
年
に
勇
退
さ
れ
る
ま
で
、
労
を
惜
し
む
こ
と
な
く
後

進
の
指
導
に
当
た
ら
れ
た
。
2
0
0
0
年
3
月
、
神
戸
大
学
を
退
官
、
甲

南
大
学
に
赴
任
さ
れ
、
甲
南
山
岳
会
の
方
々
と
も
交
流
さ
れ
た
。

1
9
7
6
年
、
カ
ラ
コ
ル
ム
の
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
（
7
3
8
0
ｍ
）

遠
征
で
は
、
初
め
て
の
海
外
遠
征
隊
長
と
し
て
見
事
初
登
頂
に
成
功
さ
れ

た
。
ま
た
、
1
9
8
6
年
に
は
チ
ベ
ッ
ト
学
術
登
山
隊
を
組
織
、
総
隊
長

と
し
て
ク
ー
ラ
・
カ
ン
リ
（
7
5
5
4
ⅿ
）
初
登
頂
成
功
と
、
ラ
サ
か
ら

成
都
へ
の
川
蔵
公
路
の
外
国
人
初
踏
破
を
含
む
多
く
の
テ
ー
マ
の
学
術
調

査
を
指
揮
さ
れ
た
。
こ
の
隊
に
参
加
し
た
中
国
地
質
大
学
（
武
漢
）
の
学

生
で
あ
っ
た
李
致
新
氏
は
、
現
在
、
中
国
登
山
協
会
の
ト
ッ
プ
と
し
て
活

躍
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
1
9
8
8
年
に
は
先
生
指
導
の
下
、
四
川
省
の

チ
ェ
ル
ー
山
（
6
1
6
8
ｍ
）
に
中
国
地
質
大
学
（
武
漢
）
と
学
生
主
体

の
合
同
登
山
隊
を
派
遣
、
初
登
頂
に
成
功
し
て
い
る
。
登
山
で
の
国
際
交

流
推
進
は
、「
と
も
に
苦
労
し
て
築
い
た
友
好
は
、
平
和
へ
の
大
事
な
礎
で

あ
る
」
と
常
に
我
々
に
問
い
掛
け
ら
れ
た
先
生
の
信
念
で
あ
っ
た
。

先
生
が
参
加
さ
れ
た
最
後
の
遠
征
は
2
0
0
3
年
、
カ
ン
リ
・
カ
ル
ポ

山
群
の
ル
オ
ニ
イ
峰
（
6
8
8
2
ｍ
）
だ
。
全
長
2
8
0
㎞
の
山
群
に
未

踏
の
6
0
0
0
ｍ
峰
が

座
数
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
最
高
峰
へ
の
挑
戦
で

47

あ
っ
た
。
残
念
な
が
ら
悪
天
候
と
絶
望
的
な
山
容
の
た
め
に
敗
退
し
た
。

遠
征
当
時
、
ご
令
室
が
肺
癌
を
患
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
伏
せ
て

の
総
隊
長
と
し
て
の
参
加
で
あ
っ
た
。
ご
令
室
の
葬
儀
の
と
き
に
初
め
て

そ
の
事
実
を
知
ら
さ
れ
、
驚
愕
し
た
。
愛
妻
家
で
あ
ら
れ
た
の
で
、
当
時

の
苦
悩
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
心
が
痛
ん
だ
。
そ
の

後
、神
戸
大
学
隊
は
2
0
0
9
年
に
山
群
第
2
の
高
峰
、ロ
プ
チ
ン
峰（
6

8
0
5
ｍ
）
に
初
登
頂
し
た
。

チ
ョ
ゴ
リ
ザ
を
皮
切
り
に
5
回
の
海
外
遠
征
と
4
回
の
初
登
頂
に
成
功

さ
れ
た
が
、
誰
一
人
犠
牲
者
を
出
す
こ
と
な
く
登
山
人
生
を
送
ら
れ
た
。

2
0
1
0
年
、
瑞
宝
中
綬
章
を
授
与
さ
れ
た
と
き
、「
山
で
貰
っ
た
ん
と
違

う
で
」
と
自
ら
弁
明
さ
れ
て
い
た
が
、
誰
も
が
や
っ
ぱ
り
山
に
違
い
な
い

と
思
っ
た
も
の
だ
。
専
門
の
シ
ス
テ
ム
工
学
で
の
功
績
と
大
学
間
の
国
際

交
流
で
の
実
績
が
評
価
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
…
…
。

1
9
7
2
年
正
月
、
学
生
た
ち
が
合
宿
で
テ
ン
ト
を
張
っ
て
い
る
白
馬

大
池
に
、
先
生
と
栂
池
か
ら
ス
キ
ー
で
入
山
し
た
。
天
狗
原
ま
で
は
曇
り

空
で
風
が
少
々
吹
い
て
い
る
程
度
だ
っ
た
が
、
乗
鞍
岳
の
頂
上
あ
た
り
で

吹
雪
と
な
っ
た
。
視
界
不
良
で
大
池
へ
の
降
り
口
が
全
く
分
か
ら
な
か
っ

た
。
頂
上
の
標
識
が
出
て
い
た
の
で
、
そ
こ
で
地
図
と
磁
石
で
方
位
を
定

め
て
北
西
に
進
み
出
し
た
。
南
西
の
風
が
左
手
か
ら
吹
き
付
け
い
て
い
る

中
、
し
ば
ら
く
進
ん
だ
が
、
そ
れ
ら
し
い
場
所
が
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は

お
か
し
い
と
、
先
頭
を
歩
い
て
い
た
私
が
立
ち
止
ま
っ
た
。
先
生
は
「
も

う
少
し
行
っ
て
み
よ
う
」
と
促
さ
れ
た
。
も
の
の
3
分
も
進
ん
だ
で
あ
ろ
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う
か
、
ふ
た
り
と
も
間
違
い
で
あ
る
と
悟
っ
た
。
風
は
出
発
時
点
と
同
じ

角
度
か
ら
左
頬
に
強
く
打
ち
付
け
て
い
た
の
で
、
方
向
は
正
し
い
と
思
い

込
ん
で
い
た
。
も
う
一
度
方
位
を
確
か
め
る
と
、
北
東
の
小
さ
い
窪
み
へ

と
進
ん
で
い
た
。
元
に
戻
っ
て
、
今
度
は
無
事
に
大
池
に
着
い
た
。
地
形

の
影
響
で
風
が
西
か
ら
北
へ
と
変
化
し
て
い
た
の
に
惑
わ
さ
れ
て
、
リ
ン

グ
ワ
ン
デ
ル
ン
グ
に
陥
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
間
違
っ
た
と
疑
っ
た
ら
も
う

少
し
進
ん
で
、
確
信
で
き
た
ら
引
き
返
す
、
と
い
う
基
本
対
応
で
も
う
少

し
進
む
よ
う
に
促
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
教
え
ら
れ
身
に
付
い
た

道
迷
い
の
対
策
は
、
ず
っ
と
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
。

先
生
と
の
出
会
い
は
1
9
6
6
年
、私
の
神
戸
大
学
入
学
時
ま
で
溯
る
。

合
格
発
表
と
と
も
に
即
山
岳
部
に
入
部
し
よ
う
と
し
た
矢
先
、
前
述
の
遭

難
事
故
が
あ
っ
た
。
入
部
を
躊
躇
し
て
い
る
と
き
、「
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
に
初

登
頂
し
た
す
ご
い
先
生
が
い
る
か
ら
、
会
い
に
行
け
」
と
先
輩
に
言
わ
れ

て
研
究
室
を
訪
ね
た
。
小
柄
で
堅
い
表
情
の
学
者
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。

「
山
岳
部
に
入
部
し
た
新
入
生
で
す
」
と
挨
拶
す
る
と
、
に
こ
や
か
な
表
情

に
変
わ
っ
て
親
し
く
歓
談
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
で
山
を
続
け
る
決

心
が
つ
い
た
。
翌
年
春
に
、
但
馬
の
鉢
伏
山
か
ら
瀞
川
山
へ
の
ス
キ
ー
縦

走
に
同
行
い
た
だ
い
た
。
華
麗
な
シ
ュ
テ
ム
ク
リ
ス
チ
ャ
ニ
ア
で
、
新
雪

を
颯
爽
と
滑
降
す
る
姿
に
感
心
し
た
。
こ
れ
が
初
め
て
同
行
い
た
だ
い
た

登
山
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
先
生
は
1
9
6
7
年
か
ら
2
年
間
、
ド
イ
ツ
に
留
学
さ
れ
て

し
ば
ら
く
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
が
、
帰
国
さ
れ
る
と
、
神
戸
大
学
山
岳
会

で
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
の
遠
征
検
討
に
参
加
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
の
遠
征
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
。
1
9
7
4
年

に
第
1
次
隊
が
派
遣
さ
れ
、
私
は
副
隊
長
と
し
て
参
加
し
た
。
こ
の
隊
は

シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
Ⅱ
峰
（
7
0
0
3
ｍ
）
の
東
稜
を
6
5
0
0
ｍ
ま
で

到
達
す
る
と
と
も
に
、
本
峰
（
7
3
8
0
ｍ
）
の
登
路
を
偵
察
し
て
帰
国

し
た
。

こ
れ
で
次
は
登
頂
で
き
る
と
見
通
し
も
立
ち
、
先
生
が
本
隊
の
隊
長
を

引
き
受
け
ら
れ
、
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
豊
富
な
経
験
か
ら
何
事
も
適
切

に
進
め
ら
れ
る
の
で
、
私
た
ち
は
安
心
し
て
担
当
の
仕
事
に
邁
進
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
は
技
術
的
に
非
常
に
困
難
か
つ
危
険

な
山
で
、
い
つ
事
故
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
隊
長
で
あ

る
先
生
は
登
山
中
、
神
経
を
す
り
減
ら
す
よ
う
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
に
初
登
頂
に
成
功
し
た
と
き
の
喜
び
は
大
き
か
っ
た
と
同
時

に
、「
も
う
二
度
と
隊
長
は
ご
免
だ
と
思
っ
た
」
と
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

1
9
7
6
年
6
月

日
、
シ
ョ
ー
ク
川
岸
の
カ
パ
ル
ー
か
ら
キ
ャ
ラ
バ

16

ン
が
始
ま
っ
た
。
1
5
0
人
近
く
の
ポ
ー
タ
ー
や
隊
員
が
、
ザ
ー
ク
で
川

を
渡
る
の
は
半
日
仕
事
で
あ
っ
た
。
私
は
先
発
隊
と
し
て
、
谷
奥
に
マ
ッ

シ
ャ
ー
ブ
ル
ム
の
そ
び
え
る
フ
ー
シ
ェ
谷
の
徒
渉
を
偵
察
す
る
た
め
に
先

を
急
い
だ
。
川
幅
3
0
0
ｍ
に
数
本
の
流
れ
が
で
き
て
い
て
、
膝
上
ま
で

の
冷
た
い
濁
流
が
音
を
立
て
て
流
下
し
て
い
た
。
難
な
く
渡
っ
て
対
岸
か

ら
引
き
返
し
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
の
到
着
を
待
っ
た
。
ポ
ー
タ
ー
の
先
頭
集
団
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十
数
名
が
元
気
に
や
っ
て
来
た
の
で
先
導
し
て
徒
渉
し
、
対
岸
の
キ
ャ
ン

プ
地
ハ
ル
デ
ィ
に
到
着
し
た
。
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
ポ
ー
タ
ー
の
集
団

が
、
徒
渉
地
点
に
着
い
た
の
は
午
後
4
時
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
事
件
が
起
き
た
。
夕
方
の
増
水
で
流
れ
に
足
を
取
ら
れ
て
数

名
の
ポ
ー
タ
ー
が
流
さ
れ
た
。
な
ん
と
か
助
け
た
も
の
の
介
抱
に
時
間
が

か
か
り
、
そ
の
日
は
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
止
め
た
。
結
局
ポ
ー
タ
ー
た
ち
は
徒

渉
を
拒
ん
で
フ
ー
シ
ェ
谷
を
溯
っ
て
橋
を
渡
り
、
2
日
間
か
け
て
ハ
ル

デ
ィ
に
着
く
羽
目
と
な
っ
た
。
隊
が
集
合
し
た
夕
食
後
に
反
省
会
が
持
た

れ
た
が
、
先
生
が
い
の
一
番
に
「
ポ
ー
タ
ー
た
ち
の
協
力
な
く
し
て
遠
征

は
成
り
立
た
な
い
。
彼
ら
も
仲
間
で
あ
る
。
そ
れ
を
よ
く
考
え
て
行
動
せ

よ
」
と
叱
責
さ
れ
た
。
私
の
ミ
ス
リ
ー
ド
が
原
因
で
あ
っ
た
が
、
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
の
欠
如
は
明
白
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
指
摘
も
あ
っ
た
が
、
や
は
り

ポ
ー
タ
ー
も
隊
の
一
員
で
あ
る
と
の
意
識
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知

ら
さ
れ
た
。
そ
の
後
隊
は
引
き
締
ま
り
、
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
の
登
頂
に

成
功
し
た
。
先
生
の
隊
員
た
ち
の
安
全
に
対
す
る
気
配
り
、
危
険
回
避
の

指
摘
な
ど
を
含
め
て
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
能
力
は
す
ば
ら
し
い
も
の

だ
っ
た
。

さ
て
、
先
生
の
い
っ
た
ん
冷
め
た
未
踏
峰
へ
の
熱
は
、
シ
ェ
ル
ピ
・
カ

ン
リ
の
事
後
処
理
が
一
段
落
す
る
と
再
び
燃
え
始
め
た
。
当
時
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
の
主
た
る
未
踏
峰
は
ナ
ム
チ
ャ
・
バ
ル
ワ
（
7
7
8
2
ｍ
）
と
ク
ー
ラ
・

カ
ン
リ
（
7
5
5
4
ｍ
）
が
残
さ
れ
て
い
て
、
世
界
中
の
登
山
家
が
注
目

し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
2
峰
は
中
国
領
の
チ
ベ
ッ
ト
に
あ
り
、
し
か

も
イ
ン
ド
と
チ
ベ
ッ
ト
の
国
境
紛
争
地
帯
に
近
か
っ
た
。
許
可
を
得
る
の

は
極
め
て
無
理
な
話
で
あ
っ
た
。
先
生
は
学
術
訪
中
団
を
組
織
し
て
、
訪

中
し
た
機
会
を
利
用
し
て
中
国
登
山
協
会
と
接
触
を
開
始
、
そ
の
後
も
関

係
を
継
続
し
た
結
果
、
カ
ン
ペ
ン
チ
ン
（
7
2
8
1
ｍ
）
の
許
可
を
取
得

し
た
。
し
か
し
、
1
9
8
2
年
、
カ
ラ
コ
ル
ム
の
リ
モ
峰
の
偵
察
に
出
た

会
員
が
ロ
ロ
フ
ォ
ン
ド
氷
河
で
ク
レ
バ
ス
に
転
落
死
す
る
事
故
が
あ
っ

た
。
結
果
、
カ
ン
ペ
ン
チ
ン
遠
征
は
消
え
た
。
そ
の
後
カ
ン
ペ
ン
チ
ン
は

京
都
大
学
が
登
頂
し
た
。
志
を
立
て
て
諦
め
な
い
の
が
先
生
。
中
国
語
の

勉
強
は
片
時
も
忘
れ
ず
に
続
け
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て

中
国
登
山
協
会
と
折
衝
を
続
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
1
9
8
4
年
、
つ
い
に

ク
ー
ラ
・
カ
ン
リ
の
許
可
を
取
得
さ
れ
た
。

2
0
1
1
年
8
月
、
も
う
す
ぐ

歳
の
先
生
か
ら
「
黒
部
の
赤
牛
に
登

80

り
た
い
。
一
緒
に
行
っ
て
く
れ
る
か
」
と
電
話
が
あ
っ
た
。
2
0
1
0
年

9
月
に
は
、
先
生
が
登
り
残
し
て
い
た
3
0
0
0
ｍ
峰
、
塩
見
岳
に
同
行

し
た
が
、
今
回
を
最
後
の
大
き
な
山
行
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

太
郎
兵
衛
平
か
ら
入
山
し
、
雲
ノ
平
を
経
て
水
晶
岳
を
越
え
て
赤
牛
岳
に

至
り
、
黒
部
湖
に
下
山
す
る
3
泊
4
日
の
旅
だ
っ
た
。
私
ひ
と
り
で
は
何

か
の
と
き
に
対
応
が
で
き
な
い
と
考
え
て
、
頼
り
に
な
る
仲
間
ふ
た
り
に

参
加
し
て
も
ら
っ
た
。
先
生
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
歩
き
だ
っ
た
が
、毎
日
、

元
気
に
山
を
楽
し
ま
れ
た
。
薬
師
沢
出
合
の
山
小
屋
で
ビ
ー
ル
を
飲
み
な

追 悼
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が
ら
、
次
な
る
未
踏
峰
の
話
題
を
熱
心
に
語
り
合
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ

な
い
。
奥
黒
部
ヒ
ュ
ッ
テ
か
ら
黒
部
第
4
ダ
ム
ま
で
、
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と

梯
子
段
が
延
々
と
続
く
道
は
、
き
つ
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

私
事
だ
が
、「
お
前
の
嫁
さ
ん
は
俺
が
見
付
け
る
」
と
出
会
い
の
場
を
い

た
だ
い
た
。
待
ち
合
わ
せ
の
場
所
が
、
な
ぜ
か
神
戸
王
子
動
物
園
の
前

だ
っ
た
。
紹
介
さ
れ
て
1
分
も
経
た
な
い
う
ち
に
「
じ
ゃ
あ
」
と
そ
の
場

を
去
っ
て
い
か
れ
た
。
先
生
ら
し
い
、
あ
っ
け
な
い
紹
介
場
面
だ
っ
た
。

強
引
さ
に
私
は
へ
そ
を
曲
げ
て
2
、
3
回
デ
ー
ト
の
後
、
断
り
を
入
れ
た
。

先
生
は
ご
立
腹
で
ひ
ど
く
叱
ら
れ
、
出
会
い
の
大
切
さ
を
滾こ
ん

々こ
ん

と
諭
さ
れ

た
が
後
の
祭
り
。
話
は
い
っ
た
ん
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
の
愛
ら
し

さ
に
、
素
敵
な
人
だ
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
じ
わ
じ
わ
と
後
悔
の
念
が

沸
き
心
を
痛
め
て
い
っ
た
。
半
年
ほ
ど
た
っ
て
彼
女
か
ら
裁
判
所
の
絵
葉

書
の
入
っ
た
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
封
書
を
も
ら
い
、
恋
心
に
火
が
点

い
た
。
世
話
の
焼
け
る
奴
だ
と
思
わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
結
婚
に
至
り

媒
酌
も
し
て
い
た
だ
い
た
。
先
生
が
媒
酌
の
〝
山
屋
カ
ッ
プ
ル
〞
は
皆
、

仲
が
良
い
。

山
岳
会
長
を
勇
退
さ
れ
る
と
き
、「
後
を
引
き
受
け
よ
。
拒
否
権
な
し

だ
」「
や
っ
て
き
た
未
知
へ
の
挑
戦
を
継
承
す
る
の
は
、
君
の
責
務
だ
」
と

説
得
さ
れ
た
。
偉
大
な
る
会
長
の
後
を
引
き
受
け
る
の
は
荷
が
重
か
っ
た

が
、
有
言
実
行
、
ま
ず
は
「
未
知
へ
の
挑
戦
」
を
宣
言
し
、
中
国
登
山
協

会
を
は
じ
め
お
世
話
に
な
っ
た
登
山
界
の
方
々
を
招
い
て
「
シ
ェ
ル
ピ
・

カ
ン
リ

周
年
、
ク
ー
ラ
・
カ
ン
リ

周
年
記
念
パ
ー
テ
ィ
」
を
開
催
し
、

30

20

退
路
を
断
っ
た
。
2
0
0
9
年
カ
ン
リ
・
カ
ル
ポ
山
群
ロ
プ
チ
ン
峰
（
6

8
0
5
ｍ
）、
2
0
1
5
年
ニ
ン
チ
ェ
ン
タ
ン
ラ
西
山
群
タ
リ
峰
（
6
3
0

0
ｍ
）
遠
征
成
功
を
実
現
で
き
た
が
、
先
生
の
ご
指
導
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。

出
会
い
か
ら

年
、
我
が
人
生
を
決
定
的
に
道
付
け
し
て
い
た
だ
き
、

54

兄
弟
の
よ
う
に
接
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
し
て
い
る
。

（
神
戸
大
学
山
岳
会
元
会
長

井
上
達
男
）

〈
略
歴
〉

1
9
3
1
年

月

日
：
岐
阜
県
生
ま
れ

10

31

1
9
5
0
年
：
京
都
大
学
工
学
部
入
学
・
山
岳
部
入
部

1
9
5
6
年
：
京
都
大
学
工
学
部
電
気
工
学
科
修
士
課
程
修
了

金
沢
大
学
工
学
部
電
気
工
学
科
助
手

1
9
5
8
年
：
京
大
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
遠
征
隊
に
参
加
、
同
峰
に
初
登
頂

1
9
6
1
年
：
京
都
大
学
工
学
部
電
気
工
学
科
助
手

1
9
6
2
年
：
京
都
大
学
工
業
教
員
養
成
所
助
教
授

京
大
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
遠
征
隊
に
参
加

1
9
6
4
年
：
神
戸
大
学
工
学
部
計
測
工
学
科
助
教
授

1
9
6
5
年
：
神
戸
大
学
山
岳
部
副
部
長
就
任

1
9
7
2
年
：
神
戸
大
学
シ
ス
テ
ム
工
学
科
教
授
昇
任

1
9
7
6
年
：
シ
ェ
ル
ピ
・
カ
ン
リ
遠
征
隊
隊
長
を
務
め
る

1
9
8
6
〜

年
：
神
戸
大
学
山
岳
部
部
長
を
務
め
る

95

1
9
8
6
年
：
ク
ー
ラ
・
カ
ン
リ
遠
征
隊
総
隊
長
を
務
め
る
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1
9
9
5
年
：
神
戸
大
学
を
退
官
、
名
誉
教
授

甲
南
大
学
理
学
部
応
用
数
学
科
教
授

1
9
9
7
〜
2
0
0
6
年
：
神
戸
大
学
山
岳
会
会
長

1
9
8
8
年
：
チ
ェ
ル
ー
山
遠
征
名
誉
隊
長
を
務
め
る

2
0
0
3
年
：
ル
オ
ニ
イ
峰
遠
征
隊
隊
長
を
務
め
る

2
0
1
0
年
：
瑞
宝
中
綬
章
を
授
与
さ
れ
る

2
0
2
1
年
2
月

日
：
逝
去
、
享
年

15

89

追 悼
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会

務

報

告

2
0
2
0
年
（
令
和
2
年
）
4
月
〜
2
0
2
1
年
（
令
和
3
年
3
月
）

（
◎
総
会

□
理
事
会

◇
人
事

☆
事
業
）

◇
2
0
2
0
年
度
役
員
・
評
議
員
・
支
部
長

会

長

古
野

淳

副

会

長

野
澤
誠
司
、
山
本
宗
彦
、
坂
井
広
志

常
務
理
事

永
田
弘
太
郎
、
萩
原
浩
司
、
古
川
研
吾

理

事

安
井
康
夫
、
清
登
緑
郎
、
神
尾
重
則
、
清
水
義
浩
、
飯
田
邦
幸
、

柏

澄
子
、
近
藤
雅
幸

監

事

黒
川

惠
、
石
川
一
樹

委
員
会
の
担
当
理
事

【総
務
】
永
田
、
柏

【デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
】
永
田
、
清
水

【財
務
】
古
川

【公
益
法
人
運
営
委
員
会
】
古
野

【改
革
事
業
推
進
】
古
野

【国
際
】
古
野

【記
念
事
業
】
古
野
、
飯
田

【支
部
事
業
】
坂
井

【資
料
映
像
】
坂
井
、
清
水

【自
然
保
護
】
坂
井
、
飯
田

【科
学
】
坂
井
、
近
藤

【会
報
編
集
】
萩
原

【山
岳
編
集
】
萩
原

【図
書
】
萩
原
、
近
藤

【「
山
の
日
」
事
業
】
萩
原
、
清
登

【山
行
】
山
本
、
清
登

【遭
難
対
策
】
山
本

【Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
】
野
澤
、
山
本
、
古
川

【家
族
登
山
普
及
】
野
澤
、
飯
田

【医
療
】
野
澤
、
神
尾

【山
岳
研
究
所
】
野
澤
、
安
井

【国
土
地
理
院
Ｗ
Ｇ
】
永
田
、
安
井

【再
生
事
業
Ｗ
Ｇ
】
古
川

【準
会
員
制
度
検
証
Ｐ
Ｔ
】
古
野

評

議

員

山
本
良
三
、
成
川
隆
顕
、
神
﨑
忠
男
、
橋
本

清
、
今
村
千
秋
、

吉
永
英
明
、
吉
川
正
幸
、
伊
丹
紹
泰
、
小
林
政
志
、
重
廣
恒
夫
、

絹
川
祥
夫
、
大
谷

亮
、
森

武
昭
、
中
山
茂
樹
、
野
口
い
づ
み
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支

部

長

(北
海
道
）
藤
木
俊
三
・（
青
森
）
中
村

勉
・（
岩
手
）
阿
部
陽
子
・

（
宮
城
）
冨
塚
和
衛
・（
秋
田
）
鈴
木
裕
子
・（
山
形
）
野
堀
嘉
裕
・

（
福
島
）
佐
藤
一
夫
・（
茨
城
）
浅
野
勝
己
・（
栃
木
）
渡
邊
雄
二
・

（
群
馬
）
北
原
秀
介
・（
埼
玉
）
大
山
光
一
・（
千
葉
）
松
田
宏
也
・

（
東
京
多
摩
）
野
口
い
づ
み
・（
神
奈
川
）
込
田
伸
夫
・（
越
後
）
桐

生
恒
治
・（
富
山
）
鍛
冶
哲
郎
・（
石
川
）
樽
矢
導
章
・（
福
井
）
森

田
信
人
・（
山
梨
）
北
原
孝
浩
・（
信
濃
）
米
倉
逸
生
・（
岐
阜
）
高

木
基
揚
・（
静
岡
）
有
元
利
通
・（
東
海
）
髙
橋
玲
司
・（
京
都
・
滋

賀
）
松
下
征
文
・（
関
西
）
茂
木
完
治
・（
山
陰
）
白
根

一
・（
広

島
）
斎

陽
・（
四
国
）
尾
野
益
大
・（
福
岡
）
高
木
荘
輔
・（
北

九
州
）
日
向
祥
剛
・（
熊
本
）
中
林
暉
幸
・（
東
九
州
）
加
藤
英
彦
・

（
宮
崎
）
荒
武
八
起

令
和
2
年
度
第
1
回
（
4
月
度
）
理
事
会
議
事
録

日
時

令
和
2
年
4
月

日
㈬

時

分
〜

時

分

15

17

00

19

00

場
所

集
会
室
＋
オ
ン
ラ
イ
ン
（
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
山
本
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
常
務
理

事
、
安
井
・
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
各
理
事
、
石
川
監
事

欠
席
者

野
澤
副
会
長
、
神
尾
理
事
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
に
よ
る
令
和
2
年
度
4
〜
6
月
の
初
年
度
年
会

費
の
減
額
処
理
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成
1
名
、
反
対

名
で
否
決
）

12

（
永
田
）

2
・
特
定
資
産
（
固
定
資
産
）
の
取
り
崩
し
処
理
の
承
認
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）（
古
川
）

12

3
・
波
多
野
理
事
退
任
に
伴
う
委
員
会
担
当
理
事
の
就
任
案
に
つ
い
て
審
議
し
た
。

（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）（
古
野
）

12

4
・
埼
玉
支
部
長
の
交
代
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、反
対
な
し
で
承
認
）

12

（
永
田
）

【協
議
事
項
】

1
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
に
伴
う
対
応
お
よ
び
影
響
に
つ
い
て
討
議

し
た
。（
古
野
）

【報
告
事
項
】

1
・

名
の
正
会
員
と

名
の
準
会
員
の
入
会
を
承
認
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

28

28

（
古
野
）

2
・
1
件
の
寄
附
金
の
事
前
申
請
お
よ
び
2
件
の
寄
附
金
受
入
に
つ
い
て
報
告
が

あ
っ
た
。（
古
川
）

3
・
2
0
2
0
年
度
特
別
事
業
補
助
金
審
査
結
果
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
坂
井
）

4
・
山
研
運
営
委
員
会
の
業
務
報
告
が
あ
っ
た
。（
安
井
）

5
・
国
土
地
理
院
Ｗ
Ｇ
の
業
務
報
告
が
あ
っ
た
。（
安
井
）

6
・
職
員
へ
の
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
に
つ
い
て
経
過
報
告
が
あ
っ
た
。（
近

藤
）

7
・
令
和
2
年
度
4
月
開
催
予
定
の
評
議
員
懇
談
会
を
中
止
す
る
旨
の
報
告
が

280



あ
っ
た
。（
永
田
）

8
・
東
京
多
摩
支
部
か
ら
の
準
会
員
規
程
の
修
正
依
頼
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

9
・
会
報
「
山
」
4
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

令
和
2
年
度
第
2
回
（
5
月
度
）
理
事
会
議
事
録

日
時

令
和
2
年
5
月

日
㈮

時

分
〜

時

分

15

19

00

21

00

場
所

オ
ン
ラ
イ
ン

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
山
本
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
古
川
各
常
務
理

事
、
安
井
・
清
水
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
・
清
登
、
各
理
事
、
石
川
監
事

欠
席
者

萩
原
常
務
理
事
・
神
尾
理
事
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
令
和
2
年
度
通
常
総
会
開
催
に
つ
い
て
審
議
し
た
。
プ
ラ
ザ
エ
フ
に
て
、
限

定
出
席
（
理
事
、
監
事
、
議
事
録
署
名
人
な
ど
）
に
て
開
催
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
継
。
懇
親
会
中
止
（
賛
成

名
、
反
対
0
名
）（
永
田
）

12

2
・
第
1
・
2
号
議
案
令
和
元
年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告
（
案
）
に
つ
い
て
審

議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
0
名
）（
永
田
、
古
川
）

12

3
・
第
3
号
議
案
定
款
施
行
細
則
改
定（
案
）に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、

12

反
対
0
名
）（
永
田
）

4
・
支
部
長
の
交
代
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
0
名
）（
永
田
）

12

【協
議
事
項
】

1
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て
協
議
し
、
山
岳
4
団

体
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。（
古
野
、
永
田
）

2
・
組
織
図
と
海
外
登
山
助
成
審
査
委
員
会
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
永
田
）

【報
告
事
項
】

1
・
入
会
の
承
認
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

2
・
寄
附
金
の
受
入
報
告
（
東
京
多
摩
支
部
ザ
ン
ス
カ
ー
ル
登
山
隊
宛
）

件
に

12

つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

3
・
医
療
委
員
会
担
当
理
事
を
神
尾
理
事
に
代
わ
っ
て
古
野
会
長
が
代
行
す
る
旨
、

報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

4
・
山
研
運
営
委
員
会
の
業
務
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
安
井
）

5
・
登
山
届
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
山
本
）

6
・
自
然
保
護
委
員
会
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）
へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
飯
田
）

7
・
4
日
間
に
わ
た
る
オ
ン
ラ
イ
ン
講
習
会
（「
は
じ
め
て
の
山
登
り
」「
山
の
救

急
医
療
」「
基
礎
の
地
図
読
み
」）
と
、
2
回
の
報
告
会
（「
日
本
ジ
ャ
ル

キ
ャ
・
ヒ
マ
ー
ル
登
山
隊
2
0
2
0
」（
海
外
登
山
助
成
金
対
象
）「
東
ネ

パ
ー
ル
登
山
隊
2
0
2
0
」（
創
立
1
2
0
周
年
記
念
事
業
）
に
つ
い
て
報

告
が
あ
っ
た
。（
永
田
、
柏
）

8
・
会
報
「
山
」
5
月
号
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

【そ
の
他
】

1
・
山
梨
県
か
ら
の
協
力
要
請

会 務 報 告
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令
和
2
年
度
第
3
回
（
6
月
度
）
理
事
会
議
事
録

日
時

令
和
2
年
6
月

日
㈬

時

分
〜

時

分

10

19

00

21

00

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
山
本
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各

常
務
理
事
、
安
井
・
清
水
・
清
登
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
・
各
理
事
、
黒

川
・
石
川
監
事

欠
席

神
尾
理
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【協
議
事
項
】

1
・
年
次
総
会
に
つ
い
て
協
議
が
あ
っ
た
。（
古
野
、
永
田
）

2
・
支
部
合
同
会
議
、
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
年
次
晩
餐
会
な
ど
今

後
の
予
定
に
つ
い
て
協
議
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

【報
告
事
項
】

1
・
7
人
の
正
会
員
と
1
人
の
準
会
員
の
入
会
を
承
認
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

（
古
野
）

2
・
2
件
の
寄
附
金
お
よ
び
助
成
金
受
入
報
告
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古

川
）

3
・
総
会
資
料
の
修
正
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
・
永
田
）

4
・
海
外
登
山
助
成
審
査
委
員
会
に
つ
い
て
、
名
称
を
海
外
登
山
助
成
委
員
会
と

し
、
従
来
の
助
成
募
集
と
審
査
に
加
え
、
正
会
員
と
準
会
員
に
よ
る
遠
征

に
つ
い
て
助
成
や
支
援
を
行
な
う
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
坂
井
）

5
・
支
部
特
別
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
坂
井
）

6
・
全
国
古
道
調
査
に
つ
い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
リ
ー
ダ
ー
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

チ
ー
ム
を
作
り
進
行
す
る
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。（
飯
田
）

7
・「
山
小
屋
エ
イ
ド
」の
名
義
後
援
依
頼
に
対
し
承
諾
し
た
旨
、報
告
が
あ
っ
た
。

（
永
田
）

8
・
広
島
支
部
の
事
故
調
査
報
告
書
を
受
け
取
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
が

あ
っ
た
。（
古
野
）

9
・
東
海
支
部
の
遭
難
事
故
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

・
4
団
体
発
信
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古

10

野
・
永
田
）

・
寄
附
、
公
益
法
人
運
営
委
員
会
、
改
革
事
業
推
進
委
員
会
の
報
告
と
広
報
委

11

員
会
の
設
置
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

・
会
報
「
山
」
6
月
号
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

12◎
令
和
2
年
度
通
常
総
会

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

名
、
委
任
状
5
9
2
名
（
会
員
数
4
6
1
8
名
）

24

議
案

1
．
令
和
2
年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告

2
．
令
和
2
年
度
事
業
計
画
・
予
算
案

議
案
審
議
は
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
に
可
決
承
認
さ
れ
た
。

冒
頭
古
野
会
長
は
「
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
登
山
を
自
粛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま

し
た
。
ご
不
便
や
行
事
の
中
止
・
延
期
な
ど
、
準
備
し
て
き
た
努
力
や
苦
労
が
報

282



わ
れ
な
い
日
々
が
続
い
た
と
拝
察
し
ま
す
。
政
府
の
自
粛
要
請
に
伴
い
、
各
業

界
・
団
体
ご
と
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
提
示
が
要
請
さ
れ
、
当
会
を
含
む
山
岳
4
団

体
で
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
、
皆
様
に
ご
理
解
を

い
た
だ
き
、
感
染
防
止
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま

す
。
今
後
も
発
表
さ
れ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、
新
し
い
生
活
様
式
、
登
山

様
式
の
下
で
の
登
山
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
と
願
っ
て
い
ま
す
。
新
た
な

発
想
で
登
山
を
考
え
、
多
様
な
価
値
観
を
取
り
入
れ
、
次
の
時
代
の
登
山
文
化
を

創
造
し
た
い
と
希
望
し
ま
す
」

と
挨
拶
し
た
。

令
和
2
年
度
第
4
回
（
7
月
度
）
理
事
会
議
事
録

日
時

令
和
2
年
7
月

日
㈬

時

分
〜

15

19

00

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
（
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
山
本
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各

常
務
理
事
、
安
井
・
清
水
・
清
登
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
・
各
理
事
、
石

川
監
事

欠
席
者

神
尾
理
事
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
1
件
の
寄
附
受
入
の
承
認
を
し
た
。（
古
川
）

【協
議
事
項
】

1
・
通
常
総
会
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
永
田
）

2
・
支
部
助
成
金
送
金
お
よ
び
新
入
会
員
報
奨
金
の
送
金
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

（
古
川
）

3
・
支
部
合
同
会
議
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
永
田
）

4
・
年
次
晩
餐
会
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
永
田
）

5
・
改
革
事
業
推
進
委
員
会
の
運
営
お
よ
び
広
報
委
員
会
の
立
ち
上
げ
に
つ
い
て

協
議
し
た
。（
古
野
、
永
田
）

6
・
広
島
支
部
の
事
故
調
査
報
告
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
古
野
）

【報
告
事
項
】

1
・
正
会
員

名
、
準
会
員
2
名
の
入
会
を
承
認
し
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。（
古

13

野
）

2
・
3
件
の
寄
附
金
受
入
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

3
・
9
月

日
に
開
催
す
る
評
議
員
会
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

17

4
・
山
研
運
営
委
員
会
の
業
務
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
安
井
）

5
・
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
9
月
5
日
に
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
て
開
催
、
同

好
会
連
絡
会
議
は

月
以
降
に
開
催
す
る
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

10

6
・
エ
ベ
レ
ス
ト

周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て
、
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
来
年
4
月

50

〜

日
に
豊
岡
市
の
植
村
直
己
冒
険
館
に
て
開
催
を
予
定
。
プ
レ
イ
ベ

25

26

ン
ト
は
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
っ
て
講
演
を
行
な
う
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。（
飯

田
）

7
・
宮
崎
支
部
主
催
の
全
国
支
部
懇
談
会
が
中
止
に
な
っ
た
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。

（
古
野
）

8
・
委
員
会
名
簿
の
作
成
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）
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9
・
会
報
「
山
」
7
月
号
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

■
8
月
の
理
事
会
は
夏
休
み
の
た
め
休
会
で
し
た

令
和
2
年
度
第
5
回
（
9
月
度
）
理
事
会
議
事
録

日
時

令
和
2
年
9
月
9
日
㈬

時

分
〜

時

分

19

00

21

30

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
山
本
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
常
務
理

事
、
安
井
・
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
各
理
事
、
石
川
監
事

欠
席
者

坂
井
副
会
長
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
監
査
法
人
と
の
財
務
に
関
し
て
の
指
導
・
助
言
業
務
契
約
の
継
続
に
つ
い
て

当
年
度
の
太
陽
有
限
責
任
監
査
法
人
と
の
財
務
に
関
し
て
の
指
導
・
助
言

業
務
契
約
の
継
続
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承

12

認
）

2
・
寄
附
受
入
れ
の
承
認
に
つ
い
て

寄
附
受
入
れ
お
よ
び
管
理
規
定
第
3
条
2
に
よ
り
東
海
支
部
へ
の
寄
附
1

0
0
万
円
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し

12

で
承
認
）

【協
議
事
項
】

1
・
コ
ロ
ナ
対
応
に
お
け
る
新
た
な
Ｈ
Ｐ
で
の
告
知
に
つ
い
て
協
議
し
、
支
部
合

同
会
議
に
お
い
て
支
部
の
意
見
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。（
古
野
）

2
・
支
部
合
同
会
議
の
議
題
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
永
田
）

3
・
評
議
員
懇
談
会
の
議
題
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
永
田
）

4
・
改
革
事
業
推
進
委
員
会
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
古
野
）

5
・
名
誉
会
員
の
推
挙
に
つ
い
て
協
議
し
、
評
議
員
懇
談
会
で
評
議
員
の
意
見
を

聞
く
こ
と
に
し
た
。（
古
野
）

6
・
公
益
法
人
運
営
委
員
会
の
報
告
を
し
、
寄
附
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。（
古

野
・
永
田
）

7
・
本
年
度
の
年
次
晩
餐
会
の
実
施
に
つ
い
て
協
議
し
、
中
止
と
し
た
。（
永
田
）

【報
告
事
項
】

1
・
入
会
希
望
者

名
、準
会
員
入
会
希
望
者
2
名
に
つ
い
て
入
会
承
認
を
行
な
っ

10

た
と
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

2
・
寄
附
金

件
の
受
領
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

15

3
・
神
尾
理
事
死
去
に
伴
う
医
療
委
員
会
担
当
理
事
に
つ
い
て
、
古
野
会
長
が
兼

務
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

4
・
国
際
委
員
会
の
委
員
長
交
代
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

5
・
会
員
名
簿
の
作
成
実
施
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

6
・
自
然
保
護
委
員
会
全
国
集
会
の
開
催
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
飯
田
）

7
・
1
0
2
号
室
の
図
書
に
カ
ビ
が
発
生
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
清
水
）

8
・
新
し
い
入
会
申
込
書
の
実
施
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

9
・
同
好
会「
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
ク
ラ
ブ
」設
立
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
な
わ
れ
た
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
報

10
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告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

・
会
報
「
山
」
9
月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

11＊
8
月

日
、
闘
病
中
だ
っ
た
神
尾
重
則
理
事
が
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
哀

12

悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

令
和
2
年
度
第
6
回
（

月
度
）
理
事
会
議
事
録

10

日
時

令
和
2
年

月

日
㈭

時

分
〜

時

分

10

15

19

00

21

15

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
常
務
理

事
、
安
井
・
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
近
藤
各
理
事
、
石
川
監
事
（
坂
井

副
会
長
は
所
用
の
た
め
審
議
事
項
は
欠
席
）

欠
席
者

山
本
副
会
長
、
柏
理
事
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
寄
附
受
入
承
認
の
例
外
運
用
に
つ
い
て

審
議
に
お
い
て
、
寄
附
者
の
匿
名
表
示
が
保
証
人
を
付
け
る
こ
と
で
可
能

で
あ
る
か
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

10

【協
議
事
項
】

1
・
コ
ロ
ナ
対
応
に
お
け
る
告
知
に
つ
い
て
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。（
古

野
）

2
・
名
誉
会
員
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
協
議
し
、
継
続
で
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
古
野
）

【報
告
事
項
】

1
・
入
会
希
望
者
5
名
、準
会
員
入
会
希
望
者
8
名
に
つ
い
て
入
会
承
認
を
行
な
っ

た
と
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

2
・
寄
附
金
2
件
の
受
領
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

3
・
花
王
株
式
会
社
か
ら
寄
附
の
申
し
出
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。（
永

田
）

4
・
全
国
支
部
懇
談
会
の
中
止
と
開
催
方
法
の
検
討
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
坂
井
）

5
・
山
岳
の
デ
ジ
タ
ル
化
公
開
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
飯
田
）

6
・
博
物
館
連
絡
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
清
水
）

7
・
支
部
合
同
会
議
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

8
・
評
議
員
懇
談
会
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

9
・
会
員
名
簿
の
返
信
ハ
ガ
キ
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

・
年
次
晩
餐
会
の
キ
ャ
ン
セ
ル
費
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

10
・
植
村
記
念
財
団
の
エ
ベ
レ
ス
ト
講
演
会
の
名
義
使
用
に
つ
い
て
承
諾
し
た
と

11

い
う
報
告
が
あ
っ
た
（
永
田
）

・
会
報
「
山
」

月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

12

10

令
和
2
年
度
第
7
回
（

月
度
）
理
事
会
議
事
録

11

日
時

令
和
2
年

月

日
㈬

時

分
〜

時

分

11

11

19

00

21

30

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
（
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
山
本
（

時

分
か
ら
出
席
）・
野
澤
各
副
会
長
、
永
田
・

21

10
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萩
原
・
古
川
各
常
務
理
事
、
安
井
・
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
近
藤
・
柏

各
理
事
、
黒
川
・
石
川
各
監
事

欠
席
者

坂
井
副
会
長

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
寄
附
受
入
の
承
認
に
つ
い
て

月

日
付
け
の
寄
附
1
件
（
1
0
0
0
万
円
）
に
つ
い
て
寄
附
受
入
お

10

29

よ
び
管
理
規
程
第
3
条
2
に
基
づ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対

11

な
し
で
承
認
）

2
・
名
誉
会
員
の
推
薦
に
つ
い
て

候
補
者
推
薦
が
1
名
あ
っ
た
が
、
本
年
度
に
つ
い
て
は
該
当
者
な
し
と
し

た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

10

【協
議
事
項
】

1
・
登
山
保
険
の
改
善
お
よ
び
新
設
の
報
告
（
古
川
）

現
状
の
登
山
保
険
の
改
善
お
よ
び
新
設
に
つ
い
て
の
進
捗
状
況
の
報
告
が

あ
り
、
協
議
し
た
。

2
・
支
部
連
絡
会
議
に
つ
い
て
（
永
田
）

支
部
連
絡
会
議
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
、
年
2
回
か
ら
3
回

に
増
や
す
こ
と
を
協
議
し
た
。

3
・
広
報
委
員
会
の
設
置
（
永
田
）

広
報
委
員
会
の
設
置
と
内
容
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

4
・
山
の
天
気
ラ
イ
ブ
授
業
へ
の
協
賛
に
つ
い
て
（
飯
田
）

山
の
天
気
ラ
イ
ブ
授
業
へ
の
協
賛
提
案
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

5
・
支
部
活
性
化
と
国
土
地
理
院
に
つ
い
て
（
安
井
、
永
田
）

支
部
活
性
化
の
た
め
に
国
土
地
理
院
Ｗ
Ｇ
が
連
携
で
き
な
い
か
協
議
し

た
。

【報
告
事
項
】

1
・
入
会
希
望
者
7
名
、準
会
員
入
会
希
望
者
2
名
に
つ
い
て
入
会
承
認
を
行
な
っ

た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

2
・
審
議
事
項
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
1
件
を
含
む
寄
附
金

件
の
受
領
に
つ
い

15

て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

3
・
コ
ロ
ナ
対
応
に
関
し
て
会
報
1
月
号
に
記
事
を
掲
載
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ

た
。（
古
野
）

4
・
名
誉
会
員
の
審
査
方
法
な
ど
を
、
公
益
法
人
委
員
会
で
検
討
す
る
旨
の
報
告

が
あ
っ
た
。（
古
野
）

5
・
本
年
度
の
上
高
地
山
岳
研
究
所
の
利
用
状
況
な
ど
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
安
井
）

6
・
会
員
名
簿
の
申
込
み
ハ
ガ
キ
が
1
7
0
0
通
を
越
え
、
会
員
名
簿
を
発
行
す

る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

7
・
紺
綬
褒
章
伝
達
式
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

8
・
今
冬
か
ら
雪
山
天
気
予
報
の
配
信
を
再
開
す
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古

野
）

9
・
会
報
「
山
」

月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

11
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☆
令
和
2
年
度
年
次
晩
餐
会
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
2
年
度
第
8
回
（

月
度
）
理
事
会
議
事
録

12

日
時

令
和
2
年

月
9
日
㈬

時

分
〜

時

分

12

19

00

21

30

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
（
ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
山
本
・
野
澤
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
常
務
理

事
、
安
井
・
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
近
藤
・
柏
各
理
事
、
石
川
監
事

欠
席
者

坂
井
副
会
長
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
登
山
保
険
の
改
善
お
よ
び
新
設
の
提
案

新
規
の
短
期
登
山
保
険
を
2
0
2
1
年
4
月
（
想
定
）
に
開
始
す
る
こ
と

を
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で
承
認
）

12

【協
議
事
項
】

1
・
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
に
つ
い
て
（
古
野
）

労
働
施
策
総
合
推
進
法
に
基
づ
く
相
談
窓
口
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
協

議
し
た
。

2
・
リ
ニ
ア
新
幹
線
工
事
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
飯
田
）

静
岡
支
部
の
支
援
要
望
と
自
然
保
護
委
員
会
の
意
向
、
お
よ
び
本
部
で
の

対
応
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
・
入
会
希
望
者
8
名
、準
会
員
入
会
希
望
者
4
名
に
つ
い
て
入
会
承
認
を
行
な
っ

た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

2
・
寄
附
金
事
前
申
請
1
件
、
寄
附
金
1
件
の
受
領
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
古
川
）

3
・
支
部
・
委
員
会
へ
の
計
画
書
、
予
算
案
を
依
頼
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

（
古
川
・
永
田
）

4
・
登
山
計
画
書
提
出
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
山
本
）

5
・
月

日
に
開
催
さ
れ
た
博
物
館
連
絡
会
議
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
清

11

28水
）

6
・
1
月

日
に
開
催
さ
れ
る
支
部
連
絡
会
議
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永

30
田
）

7
・
会
員
名
簿
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

8
・

月

日
か
ら
開
催
さ
れ
る
「
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
」
写
真
展
の
報
告

12

12

50

が
あ
っ
た
。（
飯
田
）

9
・
山
岳
古
道
調
査
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
近
藤
）

・
チ
ラ
シ
に
よ
る
グ
ッ
ズ
販
売
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

10
・
北
九
州
支
部
の

周
年
行
事
中
止
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

11

20

・
会
報
「
山
」

月
号
の
発
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

12

12

令
和
2
年
度
第
9
回
（
1
月
度
）
理
事
会
議
事
録

日
時

令
和
3
年
1
月

日
㈬

時

分
〜

時

分

13

19

00

21

00

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
山
本
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
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常
務
理
事
、
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
・
各
理
事
、
黒
川
・
石

川
監
事

欠
席
者

安
井
理
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人
、
野
口
東
京
多
摩
支
部
長

【協
議
事
項
】

1
・
支
部
連
絡
会
議
に
つ
い
て
（
永
田
）

会
議
室
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
な
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
議
題
に
つ
い
て

確
認
し
た
。

【報
告
事
項
】

1
・
東
京
多
摩
支
部
の
遭
難
事
故
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
、
野
口
）

2
・
正
会
員
5
名
、
準
会
員
3
名
の
入
会
に
つ
い
て
承
認
し
た
。（
古
野
）

3
・
個
人
よ
り
4
名
、
1
支
部
か
ら
寄
附
の
受
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ

た
。（
古
川
）

4
・
会
報
1
月
号
に
、
会
長
の
挨
拶
を
載
せ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。（
古
野
）

5
・
リ
ニ
ア
新
幹
線
工
事
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
途
中
経
過
が
報
告
さ
れ
た
。（
飯

田
）

6
・
山
研
に
つ
い
て
家
賃
支
援
給
付
金
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

（
野
澤
）

7
・
広
報
委
員
会
の
準
備
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
委
員
会
立
ち
上
げ
準
備
と
と
も

に
、
日
々
の
業
務
に
当
た
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。（
永
田
）

8
・
会
報
1
月
号
に
「
新
聞
記
事
の
配
信
・
配
付
に
つ
い
て
」
を
掲
載
す
る
こ
と

が
報
告
さ
れ
た
。（
永
田
）

9
・
会
報
1
月
号
に
「
会
員
名
簿
発
行
の
中
間
報
告
」
を
掲
載
す
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
た
。（
永
田
）

・
グ
ッ
ズ
の
販
売
に
つ
い
て
、現
状
の
売
れ
行
き
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
。（
永
田
）

10
・
『Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
山
』
が
発
行
さ
れ
る
旨
、
報
告
が
さ
れ
た
。（
永
田
）

11
・
会
報
「
山
」
1
月
号
に
つ
い
て
報
告
が
さ
れ
た
。（
節
田
）

12令
和
2
年
度
第

回
（
2
月
度
）
理
事
会
議
事
録

10

日
時

令
和
3
年
2
月

日
㈬

時

分
〜

時

分

10

19

00

20

45

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
野
澤
・
坂
井
各
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
常
務
理

事
、
安
井
・
清
登
・
清
水
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
・
各
理
事
、
黒
川
・
石

川
監
事

欠
席
者

山
本
副
会
長

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【協
議
事
項
】

1
・
山
岳
事
故
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
（
古
野
）

今
年
度
の
事
故
に
触
れ
、
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
や
事
故
事
例
集
の
作
成
、
山
岳

保
険
の
内
容
、
事
故
防
止
の
対
策
な
ど
を
協
議
。
今
後
、
遭
難
対
策
委
員

会
と
と
も
に
協
議
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【報
告
事
項
】

1
・
正
会
員
1
名
、準
会
員
1
名
の
入
会
を
承
認
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。（
古
野
）

2
・
寄
附
の
受
入
れ
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）
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3
・
1
月

日
に
支
部
連
絡
会
議
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
な
わ
れ
、

支
部
が
出
席

30

29

し
た
こ
と
な
ど
報
告
が
あ
っ
た
。
次
回
は
4
月

日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開

17

催
。（
永
田
）

4
・
今
年
度
、
中
止
と
な
っ
た
公
益
事
業
に
つ
い
て
各
支
部
に
報
告
を
求
め
て
い

る
旨
、
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

5
・
登
山
教
室
指
導
者
養
成
講
習
会
の
日
程
を
再
調
整
中
で
あ
る
旨
、報
告
が
あ
っ

た
。（
坂
井
）

6
・
復
活
会
員
に
関
す
る
問
合
せ
に
つ
い
て
、
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

7
・
山
研
の
立
木
伐
採
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
安
井
）

8
・「
山
」
4
月
号
の
取
材
予
定
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

9
・
理
事
会
、
評
議
員
懇
談
会
、
通
常
総
会
の
予
定
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
永
田
）

・
会
報
「
山
」
2
月
号
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

10令
和
2
年
度
第

回
（
3
月
度
）
理
事
会
議
事
録

11

日
時

令
和
3
年
3
月

日
㈬

時
〜

10

19

場
所

集
会
室
お
よ
び
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）

出
席
者

古
野
会
長
、
野
沢
副
会
長
、
永
田
・
萩
原
・
古
川
各
常
務
理
事
、
安
井
・

清
登
・
清
水
・
飯
田
・
柏
・
近
藤
・
各
理
事
、
石
川
監
事

欠
席
者

坂
井
・
山
本
副
会
長
、
黒
川
監
事

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

節
田
会
報
編
集
人

【審
議
事
項
】

1
・
令
和
3
年
度
事
業
計
画
案
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、
反
対
な
し
で

11

承
認
）（
永
田
）

2
・
令
和
3
年
度
予
算
案
に
つ
い
て
審
議
し
た
。（
賛
成

名
、反
対
な
し
で
承
認
）

11

（
古
川
）

【報
告
事
項
】

1
・
新
入
会
員
（
会
員

名
、
準
会
員
2
名
）
の
承
認
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

78

（
古
野
）

2
・
会
費
滞
納
に
よ
る
除
籍
予
定
者
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

3
・
寄
附
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

4
・
公
益
事
業
の
中
止
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

5
・
令
和
3
年
度
委
員
会
等
の
査
定
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

6
・
短
期
山
岳
保
険
の
開
始
延
長
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
川
）

7
・
支
部
連
絡
会
議
お
よ
び
全
国
山
岳
古
道
調
査
会
議
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

（
永
田
）

8
・
理
事
の
任
期
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

9
・
会
員
名
簿
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
永
田
）

・
Ｄ
Ｍ
委
員
会
か
ら
の
報
告
が
あ
っ
た
。（
清
水
）

10
・
登
山
計
画
書
提
出
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
山
本
、
永
田
）

11
・「
第

回
日
本
登
山
医
学
会
学
術
集
会
」
の
名
義
後
援
依
頼
に
つ
い
て
報
告
が

12

40あ
っ
た
。（
古
野
）

・
公
益
法
人
運
営
委
員
会
で
の
検
討
内
容
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
古
野
）

13
・
会
報
「
山
」
3
月
号
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。（
節
田
）

14
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支
部
の
活
動
報
告

■

北
海
道
支
部

2
0
2
0
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
支
部
活

も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
支
部
の
1
年
間
の
活
動
や
予
算
を
話
し
合
う

支
部
総
会
は
毎
年
4
月
に
開
催
し
て
い
た
が
、
昨
年
は
中
止
し
て
、
書
面

（
は
が
き
）
に
よ
る
議
決
と
し
た
。
ま
た
、
道
の
委
託
事
業
の
高
山
植
物
盗

掘
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
自
体
は
実
施
で
き
た
が
、
事
前
説
明
を
兼
ね
た
自
然

保
護
研
修
会
や
支
部
公
益
事
業
の
柱
で
あ
る
登
山
講
演
会
を
は
じ
め
、
雪

崩
研
修
会
や
年
次
晩
餐
会
な
ど
の
人
が
集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
、
集
会
も
開
催

を
見
合
わ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
一
方
、
支
部
山
行
に
つ
い
て
は
登
山

と
い
う
行
為
自
体
に
は
感
染
リ
ス
ク
は
低
い
と
考
え
、
行
き
帰
り
の
車
や

交
通
機
関
、
宿
泊
先
で
の
感
染
対
策
に
十
分
留
意
し
な
が
ら
5
月
中
旬
以

降
は
か
な
り
の
回
数
実
施
で
き
、
多
く
の
会
員
、
会
友
が
参
加
し
て
相
互

の
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、年
5
回
の
支
部
通
信
、会
報「
ヌ

プ
リ
」
の
発
行
は
で
き
た
。

《
会
議
》

＊
4
月

日
㈯
に
開
催
予
定
の
2
0
2
0
年
度
支
部
総
会（
懇
親
会
含
む
）

11

は
、
中
止
と
し
て
2
0
1
9
年
度
事
業
報
告
、
会
計
報
告
、
監
査
報
告
、

2
0
2
0
年
度
事
業
計
画
、
予
算
案
は
は
が
き
に
よ
る
書
面
議
決
と
し

た
。
会
員
1
5
4
名
の
う
ち

名
か
ら
賛
成
の
返
信
が
あ
り
議
案
は
原

83

案
通
り
可
決
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
雪
崩
事
故
防
止
講
習
会

1
月

〜

日
に
札
幌
山
岳
連
盟
と
の
共
催

16

17

で
、
実
地
訓
練
を
含
む
札
幌
地
区
雪
崩
研
修
会
を
開
催
の
予
定
だ
っ
た

が
、
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
た
め
中
止
。

＊
岩
登
り
研
修
は
実
施
せ
ず
。

＊
沢
登
り
研
修

6
月

〜

日

黒
松
内
町
・
黒
松
内
川
で
支
部
山
行

27

28

に
組
込
み
実
施
。
会
員
、
会
友

名
参
加
。

19

＊
氷
雪
技
術
の
基
礎
訓
練

月

日
㈯
〜

日
㈰

十
勝
連
峰
・
上
ホ

12

19

20

ロ
カ
メ
ッ
ト
ク
山
・
安
政
火
口
付
近
で
支
部
山
行
に
組
込
み
実
施
。
会

員
、
会
友
7
名
参
加
で
ア
イ
ゼ
ン
歩
行
、
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
な
ど
を
実
地

で
訓
練
。

＊
主
な
支
部
山
行
（
夏
山
）

〇
6
月

日
豊
浦
町
・
岩
屋
観
音
〜
日
本
一
の
秘
境
駅
「
小
幌
駅
」
ト

23

レ
ッ
キ
ン
グ

名
参
加

16

〇
7
月

〜

日

大
島
亮
吉
「
石
狩
岳
か
ら
石
狩
川
に
沿
う
て
」
1

23

26
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0
0
周
年
企
画

大
雪
山
系
・
ク
ワ
ウ
ン
ナ
イ
川
〜
忠
別
岳
〜
ヌ
タ

プ
ヤ
ン
ベ
ツ
川
（
沢
登
り
）
会
員
、
会
友
4
名
参
加
。

〇
7
月

〜

日

大
雪
山
系
・
ト
ム
ラ
ウ
シ
温
泉
〜
ト
ム
ラ
ウ
シ
山

27

29

会
員
、
会
友
6
名
参
加
。

〇
8
月
1
〜
2
日

湧
別
川
〜
有
明
山
〜
白
滝
天
狗
岳
〜
ク
ワ
キ
ン
ベ

ツ
川
（
沢
登
り
)
会
員
、
会
友
な
ど
8
名
参
加
。

〇
9
月
5
〜
6
日

日
高
山
脈
・
ニ
シ
ュ
オ
マ
ナ
イ
川
左
股
〜
中
ノ
岳

／
神
威
岳

会
員
・
会
友

名
参
加
。

11

〇

月

〜

日

北
斗
市
・
当
別
丸
山
／
福
島
町
・
殿
様
街
道
ト
レ
ッ

10

27

28

キ
ン
グ

会
員
、
会
友

名
参
加
。

25

※
山
岳
古
道
調
査
の
下
見
を
兼
ね
た
山
行
は
右
記
を
含
む
夏
山
の
支
部
山

行
の
回
数
は
合
計

回
。

15

＊
主
な
支
部
山
行
（
山
ス
キ
ー
＆
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
）

〇

月

〜

日

十
勝
連
峰
・
三
段
山
／
前
十
勝
岳
（
山
ス
キ
ー
）

12

19

20

会
員
、
会
友

名
参
加
。

11

1
月

〜

日

ニ
セ
コ
・
チ
セ
ヌ
プ
リ
／
羊
蹄
山
ヒ
ラ
フ
ル
ー
ト

10

11

（
山
ス
キ
ー
）
会
員
、
会
友
6
名
参
加
。

1
月

〜

日

羊
蹄
山
・
京
極
コ
ー
ス
（
山
ス
キ
ー
)
会
員
、
会

22

24

友
7
名
参
加
。

〇
1
月

日

恵
庭
岳
・
オ
コ
タ
ン
ペ
湖
ス
ノ
ー
ハ
イ
キ
ン
グ（
ス
ノ
ー

27

シ
ュ
ー
)
会
員
、
会
友

名
参
加
。

14

2
月

〜
2
8
日

有
明
山
／
天
塩
岳
（
山
ス
キ
ー
)
会
員
、
会
友

27

7
名
参
加
。

○
3
月

日

北
白
老
岳（
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
)
会
員
、会
友

名
参
加
。

23

11

上
記
を
含
む
冬
季
の
支
部
山
行
の
回
数
は
合
計

回
。

20

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
活
動
》

＊

月
か
ら

月
に
一
般
参
加
者
も
募
集
し
て
の
、
著
名
登
山
家
の
講
演

11

12

会
を
計
画
す
る
も
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
で
開
催
で
き
ず
。

＊
大
雪
山
系
・
十
勝
連
峰
高
山
植
物
盗
掘
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
（
花
パ
ト
）

◇
例
年
パ
ト
ロ
ー
ル
開
始
前
の
5
月
中
に
開
催
の
、
説
明
会
を
兼
ね
た

自
然
保
護
研
修
会
は
中
止
。

◇
6
月
1
日
〜
9
月

日

名
の
会
員
・
会
友
で
延
べ

日
の
パ
ト

30

20

94

ロ
ー
ル
実
施
。

＊
美
瑛
富
士
避
難
小
屋
ト
イ
レ
管
理
連
絡
会
に
よ
る
携
帯
ト
イ
レ
ブ
ー
ス

の
点
検
・
パ
ト
ロ
ー
ル
。
他
団
体
の
勘
違
い
に
よ
り
日
程
が
重
複
し
、

連
絡
会
事
務
局
と
の
調
整
の
結
果
、
当
支
部
は
実
施
見
送
り
と
な
る
。

《
広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
通
信

年
間
5
回
、
1
3
6
〜
1
4
0
号
発
行

会
員
と
会
友
へ

郵
送
ま
た
は
メ
ー
ル
送
信
で
配
布
（
約
3
0
0
部
）。

＊
北
海
道
支
部
会
報
「
ヌ
プ
リ
」
編
集
・
発
行

第

号
の
編
集

2
0

50

2
0
年
4
月
発
行

山
に
関
す
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
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〇
4
月

日
㈯

支
部
総
会
後
の
懇
親
会
は
総
会
中
止
の
た
め
開
催
さ

11

れ
ず
。

〇
8
月

日
㈯

支
部
夏
季
交
流
会

ル
ー
ム
白
石
で
会
員
、
会
友

29

15

名
、
ゲ
ス
ト
2
名
参
加
し
て
開
催
。

○
北
海
道
山
岳
団
体
交
流
会

月

日
㈭

開
催
と
決
ま
る
も
コ
ロ

11

26

ナ
の
感
染
拡
大
で
中
止
。

○
支
部
年
次
晩
餐
会

月

日
㈯

開
催
の
予
定
だ
っ
た
が
コ
ロ
ナ

12

12

の
た
め
中
止
。

○
支
部
新
年
交
流
会

1
月

日
㈫

ル
ー
ム
白
石
で
開
催
予
定
だ
っ

12

た
が
コ
ロ
ナ
で
感
染
拡
大
で
中
止
。

(工
藤
嘉
高
)

■

青

森

支

部

2
0
2
0
年
度
の
青
森
支
部
の
活
動
は
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
影
響
か
ら

自
粛
が
続
い
た
。

支
部
山
行
は
2
回
の
み
。
感
染
を
回
避
す
る
た
め
に
登
山
中
の
注
意
事

項
を
徹
底
し
て
の
山
行
で
あ
っ
た
。
公
益
事
業
は
、
天
候
に
よ
る
影
響
も

あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
予
定
し
て
い
た
と
お
り
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

大
き
な
事
業
と
し
て
中
止
が
悔
や
ま
れ
る
の
が
、
6
月
に
予
定
し
て
い

た
「
東
北
・
北
海
道
地
区
集
会
」
で
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
開
催
を

断
念
し
、
延
期
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
担
当
は
引
き
続
き
青
森
支
部
が
担

い
、
来
年
度
以
降
に
順
延
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

《
会
議
》

＊
5
月

日
㈯

通
常
総
会
は
中
止
（
委
任
状
評
決
）

16

《
古
道
調
査
》

＊
南
部
地
域
で
は
、
古
道
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
の
遠
藤
氏
を
中

心
に
行
な
っ
た
「
三
浦
新
道
（
十
和
田
新
道
）」
と
、
下
北
半
島
に
お
い

て
は
、
む
つ
市
在
住
の
前
田
氏
が
地
元
山
岳
会
と
と
も
に
調
査
を
続
け

て
い
る
「
恐
山
街
道
（
川
内
口
）」
の
2
件
の
推
薦
を
提
出
。

《
支
部
山
行
》

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰

秋
山
山
行
（
白
神
岳
）
参
加
者
7
名
。

26

27

＊

月
8
日
㈰

晩
餐
会
山
行
（
高
森
山
）
参
加
者

名
（
む
つ
山
岳
会

11

19

7
名
）。

晩
餐
会
を
中
止
し
、
山
行
の
み
実
施
。
山
頂
で
遭
難
救
助
訓
練
を
実

施
。
虫
に
刺
さ
れ
た
際
の
対
処
方
法
、
一
般
購
入
で
き
る
医
薬
品
に
よ

る
治
療
方
法
を
聴
講
。

《
公
益
事
業
》

＊
6
月

日
㈯
〜

日
㈰

白
神
山
地
ブ
ナ
林
再
生
事
業

参
加
者

名

20

21

21

（
一
般
参
加

名
）。

14

植
樹
班
、
草
刈
り
班
、
杉
伐
採
班
、
生
育
測
定
班
に
分
か
れ
作
業
実

施
。
核
心
地
域
の
ブ
ナ
に
「
令
和
二

水
戸

北
海
道
」
刀
傷
を
確
認
。

モ
ラ
ル
の
低
下
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

＊
7
月
5
日
㈰

北
八
甲
田
登
山
道
維
持
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

参
加
者

名
10
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酸
ヶ
湯
公
共
駐
車
場
〜
仙
人
岱
ヒ
ュ
ッ
テ
。

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰

北
八
甲
田
登
山
道
整
備
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

参

25

26

加
者

名

日
＝
酸
ヶ
湯
公
共
駐
車
場
〜
八
甲
田
大
岳
。
下
山
後

11

25

酸
ヶ
湯
キ
ャ
ン
プ
場
に
て
個
々
テ
ン
ト
ま
た
は
車
中
泊
。

日
＝
悪
天

26

候
に
よ
り
中
止
。

＊
9
月
5
日
㈯

北
八
甲
田
登
山
道
整
備
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

参
加
者
8
名

赤
倉
岳
分
岐
〜
井
戸
岳
。

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰

白
神
山
地
ブ
ナ
林
再
生
事
業

参
加
者

名

19

20

20

（
一
般
参
加
8
名
、
東
京
多
摩
支
部
2
名
）。

＊
2
月

日
㈬
〜

日
㈮

八
甲
田
山
ス
キ
ー
遭
難
防
止
対
策

参
加
者

24

26

6
名

日
＝
悪
天
候
で
中
止

日
＝
大
岳
東
回
り
ル
ー
ト
。

日
＝

24

25

26

宮
様
ル
ー
ト
。

＊
3
月

日
㈪
〜

日
㈬

八
甲
田
山
ス
キ
ー
遭
難
防
止
対
策

参
加
者

29

31

7
名

日
＝
銅
像
ル
ー
ト
、
八
甲
田
温
泉
ル
ー
ト

日
＝
睡
蓮
沼

29

30

ル
ー
ト
、

日
＝
箒
場
ル
ー
ト
。

31

日
を
も
っ
て
、
長
年
に
わ
た
り
ポ
ー
ル
立
て
に
ご
尽
力
さ
れ
た
青
森

30支
部
の
竹
越
さ
ん
（

歳
）
が
ポ
ー
ル
立
て
事
業
を
引
退
。
ご
功
労
を

85

讃
え
た
い
。

《
中
止
山
行
・
事
業
》

＊
5
月
2
日
㈯
〜
4
日
㈪

春
山
山
行
（
八
甲
田
山
山
岳
ス
キ
ー
）。

＊
5
月

日
㈪

通
常
総
会
山
行
（
烏
帽
子
岳
）。

17

＊
6
月

日
㈯
〜

日
㈰

東
北
・
北
海
道
地
区
集
会

延
期
。
引
き
続

27

28

き
青
森
支
部
が
担
当
。

＊
7
月

日
㈰

第

回
「
八
甲
田
山
の
日
」
記
念
山
開
き
登
山
大
会
。

12

10

＊
8
月

日
㈰

｢山
の
日
」
記
念
登
山
（
高
森
山
）。

30

＊
9
月
5
日
㈯
〜
6
日
㈰

支
部
山
行
（
岩
手
山
）。

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

晩
秋
山
行
（
北
八
甲
田
）。

11

21

22

＊
1
月
9
日
㈯
〜

日
㈰

山
岳
ス
キ
ー
研
修
。

10

そ
の
他

高
山
植
物
盗
掘
パ
ト
ロ
ー
ル
、
南
八
甲
田
登
山
道
整
備
、
十

和
田
山
登
山
道
整
備
。

《
2
0
2
1
年
度
活
動
の
方
向
性
》

2
0
2
1
年
度
は
役
員
改
選
が
あ
り
、
行
事
内
容
も
長
年
の
基
盤
を
残

し
つ
つ
、
新
た
な
活
動
を
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。
支
部
山

行
を
毎
月
計
画
し
、
一
般
参
加
者
を
招
く
機
会
を
多
く
す
る
こ
と
で
、
青

森
の
す
ば
ら
し
い
自
然
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
山
々
を
一
緒
に

楽
し
め
る
様
、新
た
な
会
員
の
加
入
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

2
0
2
0
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
自
粛
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、

医
師
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
な
が
ら
支
部
月
例
山
行
の
実
施
を
検
討

し
て
い
く
。

(中
村
仁
)

■

岩

手

支

部

岩
手
支
部
は

令
和
2
年
度
に
7
名
が
入
会
（
準
会
員
か
ら
の
移
行
を
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含
む
）
し
た
。
会
員
の
高
齢
化
が
懸
念
さ
れ
て
き
た
中
で
、
平
成

（
令

31

和
元
）
年
度
に
は
9
名
、
平
成

年
度
に
5
名
、

年
度
6
名
の
入
会
と
、

30

29

こ
の
4
年
間
で

名
も
の
会
員
獲
得
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
支
部
内
は
大

27

変
活
気
づ
い
た
。
特
に
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
1
年
で
は
あ
っ
た
が
、
岩
手
県

は
全
国
唯
一
「
感
染
者
ゼ
ロ
」
を
7
ヶ
月
続
け
た
特
異
性
も
あ
り
、
県
境

を
越
え
た
移
動
は
警
戒
し
た
。
し
か
し
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
月
例
山
行
な

ど
の
事
業
が
遂
行
で
き
る
か
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
継
続
し
て
き
た
。
具

体
的
に
は
、
一
般
登
山
愛
好
家
が
ほ
と
ん
ど
登
っ
て
い
な
い
山
域
の
未
知

の
ル
ー
ト
で
冒
険
的
要
素
の
あ
る
計
画
を
取
入
れ
、
読
図
を
こ
ま
め
に
行

な
う
な
ど
、
多
く
の
会
員
に
と
っ
て
楽
し
く
学
べ
る
山
行
を
繰
返
し
実
施

す
る
よ
う
努
め
た
。

一
方
、
増
加
し
て
い
る
新
会
員
に
対
し
て
基
本
的
な
技
術
や
知
識
の
習

得
と
、
同
時
に
指
導
者
の
養
成
の
た
め
、
今
後
も
会
員
の
技
術
向
上
に
向

け
、
読
図
力
や
雪
上
訓
練
な
ど
の
指
導
を
取
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

《
会
議
》

・
4
月
1
日
㈯

第
1
回
支
部
役
員
会
（
北
上
市
）
出
席
5
名
。

・
4
月
5
日
㈰

支
部
委
員
会
（
盛
岡
市
）
出
席
8
名
。

・
4
月
5
日
㈰

通
常
総
会
（
盛
岡
市
）
2
0
1
9
年
度
事
業
報
告
・
決

算
報
告
、
令
和
2
年
度
事
業
計
画
・
予
算
案
の
審
議

出
席

名
、
委

23

任
状

名
。

34

・
7
月

日
㈭

支
部
通
信
編
集
会
議
（
盛
岡
市
）
出
席
3
名
。

16

・
8
月

日
㈭

支
部
通
信
編
集
会
議
（
盛
岡
市
）
出
席
3
名
。

27

・
9
月

日
㈯

令
和
2
年
度
支
部
合
同
会
議
（
東
京
）
出
席
：
阿
部
支

26

部
長
、
リ
モ
ー
ト
参
加
（
盛
岡
市
）
高
橋
事
務
局
長
。

・

月

日
㈯

支
部
拡
大
委
員
会
（
八
幡
平
市
）
出
席

名
。

12

12

15

・
1
月

日
㈯

第
2
回
支
部
役
員
会
（
盛
岡
市
）
出
席
3
名
。

16

・
1
月

日
㈯

全
国
連
絡
会
議

リ
モ
ー
ト
参
加
（
盛
岡
市
）
4
名
。

30

・
3
月

日
㈮

会
計
監
査
（
紫
波
町
）
出
席
4
名
。

26

《
山
行
・
野
外
活
動
》

・
4
月

日
㈯

4
月
例
会
「
小
桜
山
・
堂
ヶ
沢
山
」（
花
巻
市
）
参
加

25

13

名
。

・
5
月

日
㈯

5
月
例
会
﹇
公
益
Ｃ
﹈
大
麻
部
山
（
遠
野
市
）
参
加

23

12

名
。

・
6
月

日
㈯

岩
手
山
避
難
小
屋
へ
の
荷
上
げ

参
加
9
名
。

20

・
6
月

日
㈯

6
月
例
会
「
階
上
岳
」（
種
市
町
・
階
上
町
）
参
加

名
。

28

14

・
7
月

日
㈯

7
月
例
会
「
大
鉢
森
山
」（
奥
州
市
）
参
加
9
名
。

11

・
8
月
2
日
㈯

県
山
協
主
催
沢
登
り
講
習
（
住
田
町
）
参
加
1
名
。

・
8
月

日
㈪

山
の
日
制
定
記
念
山
行
﹇
公
益
Ａ
﹈
猫
山
（
花
巻
市
）

10

参
加

名
、
う
ち
会
員

名
、
一
般
5
名
。

16

11

・
9
月
5
-
6
日
㈯
・
㈰

[公
益
Ａ
﹈
岩
手
山
8
合
目
避
難
小
屋
管
理

参
加
8
名
。

・
9
月

日
㈯

9
月
例
会
﹇
公
益
Ｂ
﹈
鳥
古
森
（
大
槌
町
）
参
加

名
。

12

10

・

月

日
㈯

月
例
会

和
賀
岳
（
西
和
賀
町
）
参
加
9
名
。

10

10

10

・

月
7
日
㈯

月
例
会

二
郷
山
（
遠
野
市
）
参
加

名
。

11

11

12
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・

月
5
-
6
日
㈯
・
㈰

県
山
協
主
催
初
冬
期
講
習

三
ツ
石
（
八
幡

12平
市
）
参
加
4
名
。

・

月

日
㈯

月
例
会
「
七
滝
」（
八
幡
平
市
）
参
加

名
。

12

12

12

15

・
1
月
9
日
㈯

1
月
例
会
ス
キ
ー

網
張
温
泉
（
雫
石
町
）
参
加
4
名
。

・
2
月

日
㈯

2
月
例
会

浄
仏
森
（
宮
古
市
）
参
加

名
。

20

13

・
3
月

日
㈯

3
月
例
会

念
佛
森
（
宮
古
市
）
参
加

名
。

13

11

《
広
報
》

・

月
2
日
㈮

支
部
通
信
第

号
発
行
。

10

52

・
3
月

日
㈬

支
部
通
信
第

号
発
行
。

31

53

《
そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

・
4
月
5
日
㈰

支
部
懇
親
会
（
盛
岡
市
）
参
加

名
。

20

(阿
部
陽
子
)

■

宮

城

支

部

宮
城
支
部
は
1
9
5
8
年
に
設
立
さ
れ
今
年
で

年
目
を
迎
え
る
。
会

63

員
数
は
漸
減
が
続
き
、
4
月
1
日
現
在
、
会
員

名
、
準
会
員
3
名
の

35

38

名
で
、
こ
れ
に
2
0
1
4
年
に
発
足
し
た
支
部
友
会
会
員

名
を
加
え
る

15

と
合
計

名
と
な
っ
て
い
る
。
会
員
は
ご
多
分
に
漏
れ
ず
、
高
齢
化
が
進

53

み
、
会
員
数
は

年
前
の
約
半
数
ま
で
に
減
少
し
て
歯
止
め
が
掛
か
ら
な

10

い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

例
年
、
宮
城
支
部
で
は
主
な
活
動
と
し
て
、
公
益
事
業
と
し
て
登
山
教

室
や
親
子
登
山
教
室
を
共
益
事
業
と
し
て
、
主
に
宮
城
の
里
山
を
中
心
に

月
1
回
の
月
例
山
行
を
実
施
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
2
0
2
0
年

度
は
、
中
国
武
漢
で
確
認
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
は
宮
城
県

内
に
お
い
て
も
社
会
、
経
済
活
動
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
、
こ
の

よ
う
な
状
況
下
で
、
支
部
活
動
も
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

2
0
2
0
年
度
の
事
業
計
画
で
は
、
大
ま
か
に
4
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
第
1
四
半
期
は
す
べ
て
の
活
動

を
中
止
す
る
こ
と
と
し
、
会
員
な
ど
の
皆
様
へ
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
支
部
長
名
で
文
章
を
発
送
し
て
活
動

自
粛
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
た
。
7
月
初
旬
に
臨
時
役
員
会
を
開
催

し
、
今
後
の
4
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
確
認
し
、
一
つ
目
の

月
例
山
行
は
7
月
以
降
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
計
画
通
り
実
施
す
る
こ
と

と
し
た
。
た
だ
し
、
公
募
型
の
登
山
教
室
と
県
境
を
跨
ぐ
遠
征
登
山
は
中

止
と
し
、
県
内
で
の
山
行
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
台
湾
遠
征
登
山
（
雪
山
）
は
渡
航
事
情
が
許
さ
れ
ず
中
止
に
、

2
つ
目
の
親
睦
事
業
で
あ
る
夏
の「
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
」と
年
末
の「
支

部
晩
餐
会
＆
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
も
中
止
と
し
た
。
3
つ
目
の
定
例
役
員
会

に
つ
い
て
は
、
県
内
の
感
染
状
況
を
確
認
し
つ
つ
実
施
す
る
事
と
し
た
。

4
つ
目
の
支
部
報
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
事
業
を
中
止
と
し
た

第
1
四
半
期
分
を
除
き
、
計
画
通
り
行
な
っ
た
。
ほ
か
に
、
仙
台
市
内
小

学
校
が
実
施
し
て
い
る
野
外
活
動
（
登
山
）
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
を
行

な
っ
た
。
支
部
事
業
を
通
じ
て
の
コ
ロ
ナ
感
染
は
当
然
の
ご
と
く
起
き
て
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は
い
な
い
が
、
実
施
し
た
山
行
も
参
加
者
が
少
な
く
、
飲
食
を
伴
う
会
員

同
士
の
集
い
な
ど
も
全
く
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
会
員
同
士
が
疎
に

な
っ
た
1
年
で
も
あ
っ
た
。

《
会
議
》

＊
4
月

日
㈰

令
和
2
年
度
異
動
総
会
（
メ
ー
ル
総
会
）
事
業
報
告
・

26

計
画
、
決
算
・
予
算
の
審
議

出
席
者

名
（
メ
ー
ル
出
席
7
名
、
委

22

任
状

名
）。

15

＊
定
例
役
員
会

(臨
時
）
7
月
2
日
㈭
、
8
月

日
㈪
、
9
月

日
㈬
、

17

16

月

日
㈬
、

月

日
㈬
、
2
月

日
㈭
、
3
月

日
㈬

出
席
者

10

21

11

18

18

17

延
べ

名
。

56

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
7
月

日
㈫

蝉
時
雨
山
行
（
北
屏
風
岳
）
参
加
者
8
名
。

28

＊
8
月

日
㈫

夏
山
山
行
（
熊
野
岳
）
参
加
者
9
名
。

28

＊
9
月

日
㈰

初
秋
山
行
（
大
東
岳
）
参
加
者
6
名
。

27

＊

月

日
㈫

秋
季
山
行
（
北
屛
風
岳
）
参
加
者
8
名
。

10

13

＊

月

日
㈯

晩
秋
山
行
（
五
社
山
）
参
加
者

名
。

11

21

10

＊

月

日
㈰

初
冬
山
行
（
薬
莱
山
）
参
加
者
8
名
。

12

13

＊
2
月

日
㈰

厳
冬
期
山
行
（
三
方
倉
山
）
参
加
者

名
。

28

10

《
広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
会
報
「
宮
城
山
岳
」・
情
報
誌
「
宮
城
山
岳
通
信
」
の
発
行

今
年
度
は
、「
宮
城
山
岳
」
第

号
、「
宮
城
山
岳
通
信
」（
第

〜

24

20

22

号
）
を
発
行
し
て
支
部
会
員
、
準
会
員
、
支
部
友
会
会
員
、
日
本
山
岳

会
（
本
部
お
よ
び
各
支
部
）
に
送
付
し
た
。

《
そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
ィ
ー
、
支
部
晩
餐
会
（
望
年
会
）
は
中
止
し
た
。

(冨
塚
和
衛
)

■

秋

田

支

部

令
和
2
年
度
秋
田
支
部
通
常
総
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
を
懸
念
し
て
残
念
な
が
ら
中
止
と
な
っ
た
が
、
第
1
回
役
員
会
を
総
会

形
式
で
行
な
い
、
委
員
会
報
告
を
支
部
会
員
に
送
付
し
、
承
認
を
得
た
。

秋
田
支
部
の
会
員
は

名
。
会
員
の
高
齢
化
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で

49

あ
り
、
活
動
会
員
が
固
定
化
し
て
い
る
な
ど
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、

支
部
山
行
や
歩
道
整
備
活
動
な
ど
を
通
じ
、
登
山
者
に
働
き
か
け
て
会
員

増
の
努
力
を
し
て
い
る
。

公
益
的
活
動
と
し
て
、
秋
田
県
生
活
環
境
部
自
然
保
護
課
が
山
の
日
制

定
事
業
の
一
環
と
し
て
行
な
う
、「
山
の
環
境
整
備
県
民
協
働
事
業
」
の
太

平
山
山
頂
ト
イ
レ
防
腐
剤
塗
装
に
参
加
し
た
。

《
会
議
》

＊
4
月
7
日
㈫

第
1
回
役
員
会

名
出
席
。

13

令
和
元
年
度
事
業
報
告

収
支
決
算
報
告

令
和
2
年
度
事
業
計
画

（
案
）、
予
算
（
案
）
支
部
山
行
・
太
平
山
山
開
き
市
民
登
山
中
止
に
つ

い
て

支部の活動報告
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＊

月

日
㈮

第
2
回
役
員
会

名
出
席
。

12

11

11

支
部
会
員
名
簿
作
成
に
つ
い
て
、
令
和
3
年
度
総
会
に
つ
い
て
、
山

岳
古
道
に
つ
い
て
。

＊
1
月

日
㈭

事
務
局
会
議

山
岳
古
道
調
査
の
本
会
へ
の
推
薦
に
つ

28

い
て
協
議

4
名
出
席
。

＊
3
月

日
㈫

第
3
回
役
員
会

名
出
席
。

16

11

令
和
3
年
度
通
常
総
会
に
提
出
す
る
案
件
に
つ
い
て
協
議
、
古
道
調

査
推
薦
に
つ
い
て
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月

日
㈯

春
の
支
部
山
行

二
ツ
森

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

23

染
拡
大
を
懸
念
し
て
中
止
と
し
た
。

＊

月

日
㈯

秋
の
里
山
山
行

七
座
山

参
加
者

名
。

10

17

12

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
・
公
益
的
活
動
》

＊
毎
年
協
力
し
て
い
た
太
平
山
山
開
き
市
民
登
山
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
懸
念
し
て
中
止
と
な
っ
た
。

＊
9
月

日
㈯

山
の
環
境
整
備
県
民
協
働
事
業

太
平
山
頂
ト
イ
レ
防

19

腐
剤
塗
装

参
加
者
6
名
。

＊

月

日
㈭

太
平
山
歩
道
整
備

前
岳
か
ら
三
角
井
戸
ま
で

参
加

11

12

者

名
。

10

＊
仁
別
植
物
園
や
森
林
博
物
館
で
来
園
者
へ
の
説
明
や
森
の
案
内
等
、
支

部
会
員
が
サ
ポ
ー
ト
。
太
平
山
自
然
学
習
セ
ン
タ
ー
が
主
催
す
る
太
平

山
前
岳
登
山
等
の
サ
ポ
ー
ト

4
〜

月

小
学
生
お
よ
び
一
般
参
加

11

者
延
べ

余
名
。

80

＊
8
月

日
㈪

森
林
管
理
署
主
催
山
の
日
親
子
自
然
観
察
会
（
一
般
、

10

子
供

名
）
に
サ
ポ
ー
ト
。

10

《
広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
会
報
「
秋
田
山
岳
」
第
1
1
6
号
〜
第
1
1
8
号
ま
で
3
回
発
行
。

(鎌
田
倫
夫
)

■

山

形

支

部

2
0
2
0
年
度
会
員
動
向
は
、
2
0
2
1
年
3
月
末
現
在
、
退
会
者
4

名
で
、
支
部
会
員
数

名
（
永
年
会
員
3
名
、
支
部
友
4
名
含
む
）
で
あ

48

る
。支

部
退
会
者
が
多
い
1
年
と
な
っ
た
。
今
年
度
の
特
徴
は
何
と
い
っ
て

も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
行
事
が
多

か
っ
た
こ
と
だ
。
4
月
初
め
の
月
山
春
ス
キ
ー
に
続
き
、
蔵
王
地
蔵
山
害

虫
被
害
調
査
登
山
、
荒
倉
山
公
益
清
掃
登
山
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
高
地
、
鳥

海
山
滝
ノ
小
屋
芋
煮
会
が
軒
並
み
中
止
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、

支
部
晩
餐
会
と
蔵
王
樹
氷
原
を
滑
る
会
だ
け
は
、
日
帰
り
に
縮
小
し
て
実

施
で
き
た
。
久
し
振
り
の
集
合
山
行
を
参
加
者
一
同
楽
し
ん
だ
。

《
会
議
》

＊
支
部
総
会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
書
面
決
議
と
し
た
。
郵

送
に
よ
る
総
会
議
案
書
に
対
す
る
葉
書
で
の
議
決
権
の
行
使
の
結
果
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は
、
回
答
者
数
は

名
で
こ
れ
を
出
席
者
と
み
な
す
と
議
決
権
者
数

27

48

人
の

％
に
達
し
、支
部
規
約
の
総
会
開
催
条
件
を
満
た
し
た
。
ま
た
、

56

議
案
に
対
す
る
回
答
は
賛

名
、
委
任
3
名
、
否
0
名
、
未
記
載
1
名
、

23

回
答
無
し
が

名
。
こ
の
う
ち
可
と
す
る
回
答
は

名
で
、出
席
者（
回

21

26

答
者
）
数

名
の

％
に
達
し
た
の
で
、
支
部
規
約
の
総
会
議
決
条
件

27

96

（
過
半
数
）
を
満
た
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
1
か
ら
4
号
議
案
に

つ
い
て
は
す
べ
て
可
決
さ
れ
た
。

＊
役
員
会

3
回
（
6
月

日
、

月

日
、
2
月

日
。
い
ず
れ
も
土

27

10

17

27

曜
日
）。

＊
支
部
長
・
事
務
局
長
会
議
（
リ
モ
ー
ト
会
議
）
9
月

日
㈯

支
部
長

26

出
席
。

《
山
行
》

＊
支
部
山
行

蔵
王
地
蔵
山

害
虫
被
害
調
査
登
山

5
月

日
㈰

新

10

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
中
止
。

＊
支
部
山
行

公
益
清
掃
登
山

荒
倉
山

5
月

日
㈰

新
型
コ
ロ
ナ

17

ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
中
止
。

＊
支
部
山
行

日
本
山
岳
会
（
山
研
）
そ
れ
ぞ
れ
の
上
高
地

9
月
1
日

㈫
〜
9
月
4
日
㈭

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
中
止
。

＊
支
部
山
行
（
鳥
海
山
滝
の
小
屋
芋
煮
会
）

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

新

10

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
り
中
止
。

＊
支
部
晩
餐
会
・
記
念
登
山
（
鶴
岡
市
大
山
・
高
館
山
か
ら
八
森
山
）
昼

食
会
（
日
帰
り
）
に
縮
小
し
て
実
施

月
8
日
㈰

7
名
参
加
。

11

＊
支
部
山
行
（
蔵
王
樹
氷
原
を
滑
る
会
）
2
月

日
㈮

湯
殿
山
で
楽
し

19

む
会
（
日
帰
り
）
に
縮
小
し
て
実
施

7
名
参
加
。

＊
支
部
山
行
（
鳥
海
山
ス
キ
ー
登
山
）
3
月
7
㈯
〜
8
日
㈰

参
加
希
望

者
寡
少
に
よ
り
中
止
。

＊
支
部
山
行
（
月
山
春
ス
キ
ー
2
0
2
0
年
度
企
画
事
業
）
4
月

日
㈯

24

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
中
止
。

《
地
域
振
興
活
動
》

＊
学
校
か
ら
見
え
る
山
イ
ラ
ス
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、
マ
エ
タ
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
リ
サ
ー
チ
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
支
援
を
受
け
て
、
北
庄
内
の
遊
佐

町
・
酒
田
市
・
三
川
町
・
庄
内
町
内

小
学
校
と
教
育
委
員
会
に
、
Ａ

34

1
サ
イ
ズ
の
ポ
ス
タ
ー
「
イ
ヌ
ワ
シ
が
見
る
鳥
海
山
」
を
贈
呈
し
た

3
月

日
㈮
。

12

《
公
益
目
的
事
業
》

＊
第

回
ア
ル
パ
イ
ン
フ
ォ
ト
ビ
デ
オ
ク
ラ
ブ
写
真
展

6
月
5
日
㈬

25
〜

日
㈭

酒
田
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

ク
ラ
ブ
所
属
支
部
会
員
3

13
名
を
中
心
に
開
催
、
推
定
1
2
0
0
名
来
場
。

《
懇
親
会
》

支
部
晩
餐
会
は
昼
食
会
に
縮
小
し
て
実
施
、
記
念
登
山
は
鶴
岡
市
大

山
・
高
館
山
か
ら
八
森
山
散
策

月
8
日
㈰

7
名
参
加
。

11

《
今
後
の
課
題
》

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が
い
つ
ご
ろ
ま
で
続
く
の
か
、
不
確
実

な
中
で
支
部
行
事
を
計
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
苦
慮
し
て
い
る
。
蔵
王

支部の活動報告
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樹
氷
原
害
虫
被
害
調
査
登
山
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
形
態
の
山

行
を
通
じ
て
、
支
部
活
動
の
活
性
化
に
今
後
も
尽
力
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
早
い
終
息
を
望
む
ば
か
り
で
あ
る
。

(野
堀
嘉
裕
)

■

福

島

支

部

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
影
響
に
よ
り
、
令
和

2
年
度
の
活
動
計
画
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。

そ
の
中
で
も
支
部
員
の
高
齢
化
が
進
み
、
加
え
て
会
員
拡
大
に
つ
い
て
も

成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
支
部
創
立
以
来
最
大
の
停
滞
期
と
な
っ

た
。現

状
を
打
破
す
る
た
め
平
成

年
に
立
ち
上
げ
た
「
四
・
専
門
部
」
に

28

つ
い
て
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
唯
一
「
山
行
委
員
会
」
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ

て
公
募
登
山
を
実
施
し
た
の
み
で
あ
り
、
会
員
拡
大
の
成
果
に
は
つ
な
が

ら
な
か
っ
た
。

公
益
事
業
と
し
て
3
・

大
震
災
・
原
発
事
故
以
降
取
組
ん
で
き
た「
山

11

岳
地
域
放
射
線
量
調
査
・
記
録
化
」
に
つ
い
て
も
年
間
活
動
と
し
て
継
続

実
施
で
き
な
か
っ
た
。

《
会
議
》

＊
4
月
4
日
㈯

支
部
総
会

事
業
報
告
、
計
画
、
決
算
、
予
算
、
役
員

改
選
案
な
ど
原
案
通
り
満
場
一
致
で
可
決
（
総
会
出
席

、
委
任
状

)。

15

38

＊

月

日
㈯

役
員
会

令
和
2
年
度
事
業
計
画
の
上
半
期
総
括
と
下

11

14

半
期
に
向
け
た
協
議
、
出
席

名
。

11

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
5
月
実
施
予
定
の
「
第
7
回
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会
」
は
コ
ロ

ナ
禍
の
た
め
中
止
し
た
。

＊
8
月

日
㈷

第
5
回
山
の
日
記
念
「
親
子
登
山
」
に
つ
い
て
も
同
様

10

に
中
止
し
た
。

＊
山
行
委
員
会
企
画
の
公
募
登
山

5
回
実
施
、
延
べ

人
参
加
。

53

6
月

日
㈰

吾
妻
連
峰
・
塩
の
川
、

名
。
8
月
2
日
㈰

吾
妻
連

28

11

峰
大
滝
沢
、
名
。
8
月

日
㈪

吾
妻
連
峰
松
川
中
流
域
、
8
名
参
加
。

12

23

月
4
日
㈰

那
須
連
峰
甲
子
・
南
沢
、

名
参
加
。
2
月
6
日
㈯
、
7

10

15

日
㈰

真
野
川
ア
イ
ス
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、

名
参
加
。

15

＊
支
部
後
援
登
山

月

日
㈰

南
会
津
地
域
主
催
「
ふ
れ
あ
い
登
山
」
の
後
援
団
体
と

10

18

し
て
取
組
ん
だ
「
全
国
の
齋
藤
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
・
斉さ
い

藤と
う

山さ
ん

」
登
山
は

主
催
者
が
中
止
決
定
し
た
こ
と
に
よ
り
不
参
加
。

＊
定
例
山
行
2
回
実
施

延
べ

名
参
加
。

19

月
8
日
㈰

霊
山
縦
走
登
山

名
参
加
。
2
月

日
㈰

万
世
大
路

11

15

28

氷
柱
6
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
、
安
達
太
良
、

11

那
須
甲
子
の
3
ヶ
所
に
つ
い
て
定
点
測
定
実
施

参
加
延
べ
8
名
。
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《
広
報
、
出
版
》

＊
｢支
部
会
報
」（
四
半
期
ご
と
、
お
よ
び
臨
時
）
を
年
度
内
5
回
発
行
。

《
そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊

月
8
日
㈰

霊
山
縦
走
登
山
後
に
青
柳
山
荘
で
芋
煮
会

名
参

11

15

加
。

(渡
部
展
雄
)

■

茨

城

支

部

本
年
度
、
茨
城
支
部
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
左
記
に
記
し

た
活
動
が
実
施
さ
れ
た
が
、
ほ
か
の
予
定
さ
れ
た
活
動
は
中
止
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。

1
総
会
と
例
会

総
会
を
6
月

日
㈯
に
開
催
し
た
ほ
か
、
例
会
を
9
月

日
㈯
と

13

12

11

月

日
㈯
開
催
し
た
。
4
月
お
よ
び
1
月
の
例
会
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た

14
め
中
止
し
た
。

2
講
演
会

第

回
の
講
演
会
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
し
た
が
、
以
下
の
講
演

65

会
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
対
策
を
取
っ
た
上
で
開
催
し
た
。

＊
第

回
6
月

日
㈯

66

13

｢
歳
・
心
臓
身
障
者
の
日
本
百
名
山
・
百
高
山
単
独
行
」
九
州
大
学

75名
誉
教
授

真
木
太
一
氏
。

＊
第

回
9
月

日
㈯

67

12

｢ヒ
マ
ラ
ヤ
の
測
量
地
図
作
成
小
史
と
、
そ
の
山
の
高
さ
―
附
：
測

量
・
地
図
作
成
の
基
礎
知
識
と
、「
山
の
標
高
」
と
は
―
」
日
本
山
岳

会
茨
城
支
部
会
員

長
岡
正
利
氏
。

＊
第

回

月

日
㈯

68

11

14

｢チ
バ
ニ
ア
ン
の
時
代
と
地
球
変
動
」
産
業
技
術
総
合
研
究
所

宍

倉
正
展
氏
。

3
支
部
山
行
計
画

山
の
日
・
集
中
登
山
の
み
実
施
し
、
ほ
か
の
山
行
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た

め
実
施
し
な
か
っ
た
。

(星
埜
由
尚
)

■

栃

木

支

部

栃
木
支
部
は
設
立
し
て

年
目
と
な
っ
た
。
令
和
2
年
度
は
1
月
か
ら

14

感
染
が
確
認
さ
れ
始
め
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
山
岳
4
団
体
に
よ
る
登
山

活
動
の
自
粛
も
あ
り
、
支
部
の
公
益
・
共
益
事
業
と
も
に
大
き
な
影
響
を

受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

公
益
事
業
は
7
月
の
「
親
子
登
山
教
室
」、
2
月
の
「
山
の
講
演
会
」
の

ほ
か
、
栃
木
県
山
岳
・
Ｓ
Ｃ
連
盟
と
共
催
の
「
日
光
清
掃
登
山
」・「
那
須

ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」・「
海
外
登
山
の
集
い
」
な
ど
予
定
し
た
事
業

は
す
べ
て
中
止
に
な
っ
た
。
ま
た
共
益
事
業
の
支
部
山
行
・
懇
親
会
は
例
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年
ど
お
り
四
季
に
合
わ
せ
て
4
回
計
画
し
た
が
、

月
の
高
原
山
で
の
秋

10

山
山
行
を
除
い
て
中
止
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
創
立
1
2
0
周
年
記
念
行
事
と
し
て
支
部
に
「
山

岳
古
道
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
チ
ー
ム
を
渡
邉
支
部
長
直
属
の
組
織
と
し

て
発
足
さ
せ
た
。
年
度
内
に
3
回
の
会
合
を
持
ち
、
5
ル
ー
ト
を
支
部
の

調
査
ル
ー
ト
と
し
て
提
案
し
た
。

こ
こ
数
年
、
支
部
会
員
数
は

名
弱
で
推
移
し
て
い
る
。
今
年
度
は
2

50

名
の
新
入
会
員
が
あ
っ
た
が
退
会
・
退
支
部
の
2
名
が
あ
り
、
結
果
的
に

支
部
会
員
増
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
支
部
活
動
を
維
持
す
る
た
め
、
若
手

会
員
の
増
強
に
つ
な
が
る
魅
力
あ
る
活
動
が
よ
り
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ
て

い
る
。

《
会
議
》

＊
通
常
総
会

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
書
面
で
の
議
決
権
行
使
（
5
月

日
送

23

付
〜
6
月
1
日
提
出
期
限
）
に
よ
り
実
施
。
支
部
会
員
総
数

名
中
、

45

議
決
権
行
使

名
。
事
業
報
告
・
計
画
、
決
算
・
予
算
な
ど
提
案
ど
お

33

り
承
認
し
た
。

＊
支
部
役
員
会

役
員
会
合
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
1
回
の
み
開
催
（

月
10

日
）。
支
部
運
営
や
事
業
に
つ
い
て
の
協
議
は
常
時
メ
ー
ル
に
よ
り

11実
施
し
た
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈰

春
山
山
行

高
鈴
山
〜
御
岩
神
社

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り

26

中
止
。

＊
8
月

日
㈯
〜

日
㈰

夏
山
山
行
・
懇
親
会

奥
鬼
怒
・
加
仁
湯

22

23

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
。

＊

月
8
日
㈰

秋
山
山
行

高
原
山
（
鶏
頂
山
・
釈
迦
ヶ
岳
）
参
加

11

10

名
（
会
員
外
1
名
含
む
）。

＊
1
月

日
㈯
〜

日
㈰

冬
山
山
行
・
新
年
会

高
鈴
山
・
栄
蔵
室
山

16

17

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
。

＊
ほ
か
、
マ
ス
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
・
ユ
ー
ス
栃
木
の
山
行
活
動
は
中
止
。

《
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
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ

ン
グ
連
盟
と
の
共
催

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
。

＊
7
月

日
㈯
〜

日
㈰

親
子
登
山
教
室

奥
日
光

コ
ロ
ナ
禍
に
よ

18

19

り
中
止
。

＊
9
月
6
日
㈰

那
須
岳
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

栃
木
県
山
岳
・
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
連
盟
，
栃
木
県
勤
労
者
山
岳
連
盟
と
の
共
催

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
。

＊
1
2
0
周
年
記
念
事
業
「
全
国
山
岳
古
道
調
査
」
と
し
て
支
部
に
「
山

岳
古
道
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
チ
ー
ム
を
発
足
。

月
、
2
月
、
3
月

11

に
チ
ー
ム
会
合
を
開
催
。
調
査
対
象
と
な
る
古
道
を
検
討
し
た
。

《
広
報
・
出
版
活
動
》

＊
5
月

日
㈰

｢栃
木
支
部
報
」
第

号
を
発
行
し
た
。

23

13

《
講
演
会
》

＊
2
月

日
㈷

第

回
「
山
」
の
講
演
会

栃
木
県
青
年
会
館
共
催

11

14
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日
本
野
鳥
の
会
栃
木
県
支
部
幹
事
の
刑
部
節
氏
を
講
師
に
「
な
が
ら
山

歩
き
の
勧
め
」
を
テ
ー
マ
に
企
画
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
。

＊
3
月

日
㈫

栃
木
県
「
山
の
日
」
協
議
会
事
業
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン

16

講
演
会
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
登
山
に
つ
い
て
」
を
開
催
。
協
議
会
構

成
員
と
し
て
参
画
し
た
。

＊
ほ
か
「
海
外
登
山
の
集
い
」（
栃
木
県
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

連
盟
海
外
委
員
会
と
の
共
催
）
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
止
。(前

田
文
彦
)

■

群

馬

支

部

年
初
よ
り
始
ま
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
5
月
に
予
定
し
て
い
た
支
部

通
常
総
会
は
書
面
開
催
と
な
っ
た
。
3
年
目
を
迎
え
た
「
健
康
登
山
塾
」

も
短
縮
開
催
と
な
り
、群
馬
県
庁
で
の「
山
フ
ェ
ス
タ
」、谷
川
岳
で
の「
山

の
日
イ
ベ
ン
ト
」
な
ど
の
人
気
行
事
も
中
止
と
な
っ
た
。

公
益
事
業
の
多
く
が
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
や
縮
小
と
な
る
一
方
、
共
益
事

業
で
は
山
行
、
諸
会
議
、
会
員
向
け
の
登
山
講
座
等
は
感
染
対
策
を
施
し

な
が
ら
ほ
ぼ
予
定
通
り
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
対
面
で
語
り
合

う
場
が
著
し
く
減
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
支
部
内
の
活
動
全
般
、
情
報
交
換

な
ど
の
点
で
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
会
員
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

懸
念
し
て
い
る
。

《
会
議
》

会
議
は
隔
月
（
奇
数
月
第
3
水
曜
日
）
の
例
会
を
柱
に
、
偶
数
月
に
役

員
会
、
そ
の
ほ
か
必
要
に
応
じ
て
臨
時
会
議
や
委
員
会
を
開
い
た
。
例
会

に
は
毎
回
ほ
ぼ
半
数
近
い
会
員
が
参
加
し
た
。
通
常
総
会
は
書
面
開
催
と

し
、
1
月
の
新
年
例
会
、
3
月
の
例
会
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

ま
た
役
員
会
は
夏
以
降
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
開
催
し
た
。
恒
例
の
新
年
会
は
リ

モ
ー
ト
で
の
開
催
と
し
た
。

《
教
育
活
動
》

新
入
会
員
・
ビ
ギ
ナ
ー
向
け
の
座
学
は
、
開
始
を
遅
ら
せ
7
月
か
ら
11

月
ま
で
毎
月
1
回
（
計
5
回
）
開
講
し
た
。
読
図
や
気
象
、
装
備
・
食
料

ほ
か
、
登
山
の
基
本
全
般
を
学
び
、
毎
回

人
近
く
が
参
加
し
た
。

10

《
山
行
・
野
外
活
動
》

支
部
山
行
は
、
低
山
か
ら
雪
山
訓
練
ま
で
、
ほ
ぼ
例
年
並
み
の
5
回
行

な
わ
れ
た
。
ま
た
平
日
山
行
の
同
好
会
や
、
経
験
の
浅
い
会
員
が
積
雪
期

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
な
ど
山
行
の
深
ま
り
と
広
が
り
も
見
ら
れ
た
。

自
然
保
護
委
員
会
は
7
月
に
湯
ノ
丸
山
の
高
山
蝶
観
察
を
テ
ー
マ
に
、

支
部
自
然
保
護
委
員
会
と
し
て
は
初
め
て
の
一
般
公
募
の
自
然
観
察
山
行

の
準
備
を
進
め
た
。
雨
天
中
止
と
な
っ
た
が
、
そ
の
経
験
は
次
年
度
以
降

に
生
か
し
て
い
き
た
い
。

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
貢
献
活
動
》

＊
「
ぐ
ん
ま
山
フ
ェ
ス
タ
2
0
2
0
」

岳
連
、
労
山
な
ど
と
共
催
（
上
毛
新
聞
社
ほ
か
後
援
）。
群
馬
県
庁
1

階
の
県
民
ホ
ー
ル
を
メ
イ
ン
会
場
に
、
6
月
に
2
日
間
開
催
す
る
予
定
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だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
8
月
に
延
期
後
、
中
止
と
な
っ
た
。

＊
「
山
の
日
イ
ベ
ン
ト
㏌
谷
川
岳
」

谷
川
岳
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
と
群
馬
支
部
が
加
盟
す
る
群

馬
県
山
岳
団
体
連
絡
協
議
会
が
主
催
す
る
夏
の
定
例
行
事
。
初
心
者
か

ら
上
級
者
ま
で
毎
年
お
よ
そ
百
人
が
参
加
し
て
い
た
が
中
止
に
。

＊
「
ぐ
ん
ま
県
境
稜
線
ト
レ
イ
ル
安
全
等
調
査
」

ぐ
ん
ま
県
境
稜
線
ト
レ
イ
ル
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
調
査
活

動
。
県
の
委
託
事
業
で
、
群
馬
県
山
岳
団
体
連
絡
協
議
会
の
担
当
す
る

土
合
か
ら
馬
蹄
形
・
谷
川
連
峰
主
稜
線
を
経
て
三
坂
峠
ま
で
の
区
間
の

う
ち
、
谷
川
岳
ト
マ
の
耳
〜
平
標
山
間
を
調
査
し
た
。
7
月
か
ら

月
10

ま
で
各
月
1
回
、
全
4
回
実
施
。
送
迎
（
下
山
地
か
ら
登
山
口
ま
で
の

回
送
）
要
員
も
含
め
延
べ

人
が
参
加
し
た
。

14

＊
「
健
康
登
山
塾
」

例
年
4
月
か
ら
秋
ま
で
7
回
ほ
ど
の
実
地
講
習
を
開
い
て
き
た
が
、

開
催
を
遅
ら
せ
、9
月
か
ら

月
ま
で
全
4
回
の
実
地
講
座
を
開
い
た
。

12

一
般
参
加
者
は
、
1
2
0
人
ほ
ど
の
応
募
者
の
中
か
ら
抽
選
で
選
ば
れ

た

人
。
ま
た
地
元
紙
（
上
毛
新
聞
）
で
1
年
間
に
わ
た
り
紙
上
登
山

23
塾
を
月
1
回
掲
載
し
た
。

＊
会
員
に
よ
る
地
域
貢
献
活
動

①

｢上
川
淵
公
民
館
自
主
学
習
グ
ル
ー
プ
」
へ
の
講
師
派
遣
：
一
昨
年

月
か
ら

月
ま
で
前
橋
市
上
川
淵
公
民
館
で
開
か
れ
た
同
公
民

10

12

館
で
の
「
0
か
ら
始
め
る
山
歩
き
」
受
講
者
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
に

根
井
事
務
局
長
が
引
き
続
き
講
師
と
し
て
協
力
し
た
、

年
度
以

21

降
も
継
続
す
る
。

②

｢赤
城
山
を
活
用
し
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
国
立
赤
城
青
少
年
交

流
の
家
）
検
討
委
員
：
小
中
学
生
向
け
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発

の
た
め
の
委
員
会
に
齋
藤
繁
会
員
と
根
井
事
務
局
長
が
参
加
。
同

プ
ロ
グ
ラ
ム
は

年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
。

21

《
広
報
・
出
版
活
動
》

「
支
部
報
」
を
前
年
度
よ
り
発
行
回
数
を
増
や
し
、
年
3
回
、

号
（
5

12

月
）、

号
（
9
月
）、

号
（
1
月
）
を
発
行
し
た
。
4
年
前
に
開
設
し

13

14

た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
順
調
に
更
新
を
続
け
、
2
月
に
は
サ
イ
ト
を
一
新
し

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
入
会
者
は
年
間
7
人
中
3
人
。

《
そ
の
他
》

関
東
4
支
部
（
千
葉
・
茨
城
・
栃
木
・
群
馬
）
が
持
ち
回
り
で
開
催
し

て
い
る
関
東
4
支
部
合
同
懇
談
会
は
今
年
、
群
馬
支
部
主
催
で
4
月
の
榛

名
湖
畔
で
の
開
催
準
備
を
進
め
て
き
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
が
続

く
中
、
3
月
の
例
会
で
正
式
に
中
止
を
決
定
し
た
。
今
後
に
つ
い
て
は
、

状
況
を
踏
ま
え
3
支
部
と
も
協
議
し
て
決
め
て
い
く
。

《
次
年
度
に
向
け
て
》

年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
で
の
試
行
錯
誤
の
1
年
だ
っ
た
。
次
年
度
も
大
規

20
模
な
イ
ベ
ン
ト
開
催
に
は
引
き
続
き
難
し
い
局
面
が
続
く
と
思
わ
れ
る

が
、
小
規
模
な
支
部
山
行
や
公
募
登
山
に
つ
い
て
は
感
染
対
策
の
徹
底
と

実
施
方
法
を
工
夫
し
て
活
動
を
維
持
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
支
部
の
会
議
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や
講
座
な
ど
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
を
核
に
支
部
内

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

(根
井
康
雄
)

■

埼

玉

支

部

一
昨
年
、

月
に
発
生
し
た
潜
伏
性
の
高
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

11

染
症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
-
）
の
拡
大
は
、
未
曽
有
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界

19

的
大
流
行
）
に
よ
り
、
瞬
く
間
に
日
本
を
含
む
全
世
界
に
蔓
延
し
、
入
国

制
限
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
延
期
、
そ
し
て
再
開
と
、

か
つ
て
人
類
が
過
去
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
に
陥
り
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
。

感
染
症
の
予
防
策
と
し
て
、
3
密
（
密
閉
・
密
集
・
密
接
）
の
回
避
、

マ
ス
ク
着
用
の
義
務
化
、
手
洗
い
・
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
の
励
行
、
等
々
。

新
た
な
生
活
様
式
と
働
き
方
を
求
め
ら
れ
、
日
常
生
活
も
大
き
な
戸
惑
い

と
変
化
を
経
験
し
た
。

ま
た
、
長
期
に
わ
た
る
外
出
自
粛
要
請
、
公
共
施
設
の
閉
鎖
に
よ
り
、

組
織
の
運
営
に
関
わ
る
総
会
、
支
部
委
員
会
、
各
委
員
会
な
ど
の
開
催
も

ま
ま
な
ら
な
い
事
態
に
遭
遇
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
登
山
形
態
も
大
き
な
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

富
士
山
の
登
山
禁
止
、
各
山
域
に
点
在
す
る
山
小
屋
の
営
業
休
止
お
よ
び

再
開
に
伴
う
宿
泊
制
限
な
ど
。
登
山
者
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

防
止
策
を
講
じ
て
の
不
自
由
な
登
山
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
十
分
な
登
山
活

動
が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
2
0
1
8
年
度
か
ら
登
山
ガ
イ
ド
の
会
員
を
コ
ー
チ
・
講
師
と

し
て
、
一
般
登
山
者
を
対
象
に
開
講
し
て
き
た
登
山
教
室
「
埼
玉
や
ま
塾
」

も
、
残
念
な
が
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
拡
大
に
よ
り
中
止
に

し
た
。

2
0
2
0
年
4
月
に

周
年
を
迎
え
た
埼
玉
支
部
の
設
立
記
念
式
典
・

10

祝
賀
会
・
記
念
講
演
等
も
開
催
時
期
の
変
更
を
模
索
し
た
が
、
残
念
な
が

ら
中
止
を
決
断
し
た
。
支
部
会
員
の
ご
尽
力
に
よ
り
活
動
の
集
大
成
と
し

て
「

周
年
記
念
誌
」
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
救
い
に
な
っ

10

た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

〇
総
会

・
4
月

日
㈯
、
2
0
2
0
年
度
通
常
総
会
（
埼
玉
会
館
4
階
4
Ａ
室
）

11

は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
に
よ
る
会
場
閉
鎖
で
、

急
遽
、
書
面
審
議
に
よ
る
総
会
に
変
更
し
た
。

〇
埼
玉
支
部
委
員
会

・
毎
月
開
催
の
支
部
委
員
会
は
、
会
場
の
閉
鎖
期
間
中
は
、
本
部
の
指

針
に
沿
っ
て
少
人
数
と
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
で
開
催

し
た
。

〇
ふ
れ
あ
い
登
山
・
自
然
観
察
会
、
行
事
・
講
演
会
・
講
習
会
・
等

・
当
初
4
月
5
日
㈰
、
埼
玉
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
と
共
催
で
開
催

予
定
だ
っ
た
、
大
久
保
春
美
記
念
「
第

回
ふ
れ
あ
い
登
山
」
は
、

10
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
対
策
を
講
じ
て
、

月
8
日
㈰
に

11

実
施
。
飯
能
駅
か
ら
「
あ
さ
ひ
山
展
望
公
園
」
を
巡
る
周
回
コ
ー
ス

で
昼
食
後
、
飯
能
駅
に
戻
っ
た
。
散
策
中
、
休
憩
時
間
に
障
が
い
者

と
の
交
流
を
図
っ
た
。
参
加
者
は

名
（
障
が
い
者
＋
付
き
添
い

76

37

名
含
む
）。

・

月

日
㈯
〜

日
㈰
開
催
の
第
5
回
高
尾
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
森

11

14

15

づ
く
り
研
修
会
に
自
然
保
護
委
員
会
か
ら
7
名
が
参
加
。

・

月

㈰

石
川
久
明
氏
（
越
生
町
教
育
委
員
会
）
よ
り
、
大
高
取

11

29

山
に
関
わ
る
自
然
・
歴
史
・
文
化
財
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
後
、
3

班
に
分
か
れ
て
自
然
観
察
会
を
実
施
し
た
。
参
加
者

名
。

23

・

月

日
㈯

城
峯
山
は
当
初
、
4
月
の
総
会
山
行
、

周
年
記
念

12

12

10

山
行
に
予
定
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
拡
大

を
懸
念
し
て
中
止
と
な
り
、
忘
年
山
行
と
し
て
実
施
し
た
。
3
班
に

分
か
れ
て
、
西
門
平
登
山
口
よ
り
鐘
掛
城
山
経
由
で
石
間
峠
へ
向
か

う
。
地
元
会
員
の
宮
崎
稔
氏
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
の
接
待
あ
り
。
昼
食

後
、
城
峯
山
の
山
頂
で
記
念
写
真
を
撮
る
。
下
山
は
往
路
を
慎
重
に

下
る
。
参
加
者

名
。

28

・
1
月

日
㈯

新
年
山
行
は
、
奥
武
蔵
の
官
ノ
倉
山
。
東
武
竹
沢
駅

16

か
ら
3
班
に
分
か
れ
て
、
黙
歩
で
天
王
池
を
経
て
官
ノ
倉
山
へ
。
浅

い
山
並
み
を
眺
め
な
が
ら
休
憩
。
下
山
は
、
北
向
地
蔵
を
経
由
し
て

八
幡
神
社
に
て
新
年
の
安
全
祈
願
。
晴
雲
酒
造
玉
ノ
井
で
昼
食
弁
当

を
受
取
り
解
散
。
参
加
者

名
。

23

・
安
全
登
山
委
員
会
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
拡
大
を

考
慮
し
て
、
2
0
2
0
年
度
の
講
習
会
お
よ
び
講
演
会
を
す
べ
て
中

止
し
た
。

〇
支
部
山
行

・
当
初
の
月
例
山
行
は
、
会
津
駒
ヶ
岳
と
燧
ヶ
岳
登
頂
の
1
泊
2
日

だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
過
に
お
け
る
宿
泊
自
粛
の
影
響
で
9
月

日
㈯

19

の
燧
ヶ
岳
の
日
帰
り
登
山
に
変
更
し
た
。
沼
山
峠
か
ら
長
英
新
道
を

経
て
燧
ヶ
岳
に
登
頂
後
、
熊
田
代
か
ら
尾
瀬
御
池
に
下
山
。

名
が

10

参
加
し
た
。

・

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

秋
山
山
行
は
、
柏
原
新
道
か
ら
爺
ヶ
岳
を

10経
由
し
て
冷
池
山
荘
（
泊
）、
翌
日
、
鹿
島
槍
ヶ
岳
（
南
峰
）
登
頂
後
、

赤
谷
尾
根
を
大
谷
原
に
下
山
、
参
加
者
7
名
。

・

月

日

平
日
山
行
は
初
狩
駅
か
ら
女
坂
を
経
て
高
川
山
へ
。
山

11

12

頂
か
ら
富
士
山
の
眺
望
を
楽
し
み
、
富
士
急
行
禾
生
駅
に
下
山
。
参

加
者
9
名
。

・
3
月

日
㈯

月
例
山
行
は
、
武
川
岳
・
二
子
山
を
計
画
し
た
が
、

13

雨
天
に
よ
り
安
全
を
考
慮
し
て
、
武
川
岳
の
往
復
に
変
更
。
参
加
者

名
。

18

〇
支
部
報
の
発
行
、
オ
ン
ラ
イ
ン
導
入
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
な
ど

・
｢埼
玉
支
部
報
」
は
、

号
（
7
月
）、

号
（

月
）、

号
（
3
月
）

30

31

12

32

に
発
行
し
た
。

・
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
委
員
会
の
協
力
を
得
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
の
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導
入
。
ま
た
、
埼
玉
支
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
と
し
て
、
山
行
・

行
事
・
支
部
報
の
情
報
を
会
員
に
迅
速
に
提
供
す
る
と
と
も
に
、
一

般
登
山
愛
好
者
に
も
埼
玉
支
部
の
活
動
状
況
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、

新
規
会
員
の
入
会
促
進
が
期
待
さ
れ
る
。

(林
信
行
)

■

千

葉

支

部

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
支
部
活
動
は
低
迷
し
た
1
年
だ
っ
た
。
毎
年
5
月
に

予
定
し
て
い
た
支
部
通
常
総
会
は
中
止
し
て
、
書
面
に
よ
り
決
議
を
行

な
っ
た
。
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
に
よ
り
4
月
か
ら
6
月
は
県
外
へ
の
山

行
全
面
中
止
。
ま
た
2
度
目
の
緊
急
事
態
宣
言
中
の
年
明
け
1
月
か
ら

1
ヶ
月
間
も
支
部
山
行
は
中
止
し
た
。
た
だ
し
緊
急
事
態
が
延
長
さ
れ
た

2
月
か
ら
は
、
感
染
に
留
意
し
つ
つ
体
力
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
県
内
で

の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
個
人
山
行
は
徐
々
に
再
開
し
た
。
そ
の
ほ
か
の
期
間

に
つ
い
て
は
、
マ
ス
ク
と
消
毒
液
を
標
準
個
人
装
備
と
し
て
山
行
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
た
が
、
計
画
し
た
年
間
支
部
山
行
の
う
ち
、
約
5
割
が
中

止
に
な
っ
た
。

公
益
事
業
で
は
、
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
児
童
養
護
施
設
の
山
行
支

援
、
親
子
登
山
教
室
が
中
止
に
な
っ
た
。

8
月

日
の
山
の
日
に
は
、「
山
の
日
の
つ
ど
い
」
と
題
し
て
講
演
会
を

10

行
な
っ
た
。
会
員
会
友
を
中
心
に

名
が
参
加
す
る
盛
況
ぶ
り
だ
っ
た

49

が
、
第
2
部
と
し
て
企
画
し
て
い
た
懇
親
会
は
中
止
し
た
。

会
員
数
は
3
月
末
時
点
で

名
。
新
入
会
員
と
退
会
者
が
ほ
ぼ
同
数
い

93

る
の
で
、
近
年
の
総
数
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
準
会
員
2
名
の
う
ち

1
名
が
正
会
員
に
移
行
、

名
は
退
会
し
た
の
で
、
準
会
員
は
在
籍
ゼ
ロ

1

に
な
っ
た
。
ま
た
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
て
い
な
い
支
部
会
友
は

名
い

41

る
。

《
山
行
》

6
月
6
日

北
習
志
野
ウ
ォ
ー
ク

8
名
参
加
。

6
月

日

手
賀
沼
ウ
ォ
ー
ク

名
参
加
。

20

11

7
月
5
日

東
京
・
自
然
教
育
園
見
学
（
自
然
観
察
会
）
9
名
参
加
。

7
月

〜

日

ト
ム
ラ
ウ
シ
山
・
ア
ポ
イ
岳
・
羊
蹄
山

4
名
参
加
。

17

22

7
月

日

大
菩
薩
嶺

6
名
参
加
。

24

8
月
3
〜
5
日

尾
瀬
・
燧
ヶ
岳

2
名
参
加
。

8
月
4
〜
8
日

雲
ノ
平
・
黒
部
周
遊

4
名
参
加
。

8
月

〜

日

四
阿
山
ほ
か

6
名
参
加
。

22

24

8
月

〜

日

宝
剣
岳
と
三
ノ
沢
岳

5
名
参
加
。

21

22

8
月

〜

日

八
ヶ
岳
・
青
年
小
屋

3
名
参
加
。

29

30

9
月
5
〜
7
日

霧
ヶ
峰
、
北
横
岳

名
参
加
。

10

9
月
6
日

手
賀
沼
・
東
京
湾
ウ
ォ
ー
ク
④

8
名
参
加
。

9
月

〜

日

両
神
山

7
名
参
加
。

11

12

9
月

日

手
賀
沼
・
東
京
湾
ウ
ォ
ー
ク
⑤

5
名
参
加
。

13

9
月

日

成
田
空
港
・
新
勝
寺
ウ
ォ
ー
ク

名
参
加
。

20

13
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9
月

〜

日

大
水
上
山

7
名
参
加
。

19

20

月
3
日

顔
振
峠
（
自
然
観
察
会
）

名
参
加
。

10

20

月
4
日

行
徳
・
篠
崎
地
区
ウ
ォ
ー
ク

7
名
参
加
。

10
月

〜

日

吾
妻
・
大
倉
深
沢

5
名
参
加
。

10

11

12

月

〜

日

湯
ノ
丸
・
高
峰
山

5
名
参
加
。

10

10

12

月

〜

日

西
沢
渓
谷
ス
ケ
ッ
チ
旅

名
参
加
。

10

18

19

13

月

日

海
老
川
か
ら
花
見
川
ウ
ォ
ー
ク

4
名
参
加
。

10

19
月

〜

日

佐
渡
ヶ
島

名
参
加
。

10

22

26

13

月

〜

日

信
越
ト
レ
イ
ル

名
参
加
。

10

23

26

3

月
3
日

黒
川
鶏
冠
山

名
参
加
。

11

11

月
8
日

成
田
空
港
・
新
勝
寺
ウ
ォ
ー
ク

名
参
加
。

11

10

月
8
〜
9
日

浅
間
隠
山
と
鼻
曲
山

6
名
参
加
。

11
月

〜

日

八
丈
島
・
三
宅
島

名
参
加
。

11

13

15

10

月

日

三
浦
・
大
楠
山

7
名
参
加
。

11

14
月

〜

日

屋
久
島

5
名
参
加
。

11

19

24

月

日

筑
波
山
（
自
然
観
察
会
）

名
参
加
。

11

21

13

月

日

奥
多
摩
・
御
前
山

3
名
参
加
。

11

21
月

日

手
賀
沼
ほ
ぼ
一
周
ウ
ォ
ー
ク

3
名
参
加
。

11

22
月

日

湘
南
ア
ル
プ
ス

5
名
参
加
。

11

28
月
4
〜
5
日

乾
徳
山

5
名
参
加
。

12
月
6
日

房
総
の
沢
・
小
糸
川
渓
谷

6
名
参
加
。

12
月
6
日

三
浦
ア
ル
プ
ス

8
名
参
加
。

12

月
7
日

手
賀
川
を
歩
く

7
名
参
加
。

12
月

日

栗
ノ
木
洞
（
自
然
観
察
会
）

名
参
加
。

12

12

14

月

〜

日

飯
盛
山
と
夏
沢
鉱
泉

9
名
参
加
。

12

12

13

月

〜

日

忘
年
山
行
・
烏
場
山

名
参
加
。

12

19

20

12

月

〜

日

八
ヶ
岳
硫
黄
岳
・
赤
岳

5
名
参
加
。

12

26

29

月

日

昭
和
の
森
一
周
ウ
ォ
ー
ク

7
名
参
加
。

2

14
月

日

江
戸
川
河
口
ウ
ォ
ー
ク

名
参
加
。

2

27

13

月

日

江
戸
川
・
野
田
市
内
ウ
ォ
ー
ク

5
名
参
加
。

3

23
月

日

三
頭
山

5
名
参
加
。

3

25
月

日

高
尾
山
（
自
然
観
察
会
）

名
参
加
。

3

28

18

《
山
の
日
》

8
月

日

千
葉
市
文
化
セ
ン
タ
ー
に
て
講
演
会
。

10

安
間
繁
樹
会
員
「
人
生
を
決
め
た
西
表
島
」、
松
田
宏
也
会
員
「
グ
レ
ー

ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
踏
査
報
告
」。
写
真
・
絵
画
展
を
併
設
。

《
会
議
》

通
常
支
部
総
会
は
中
止
、
書
面
に
よ
る
決
議
を
行
な
っ
た
。

※
役
員
会
議

4
、
5
、
8
、

、
1
、
2
月
は
中
止
し
た
。
3
月
は
リ

12

モ
ー
ト
開
催
し
た
。

《
広
報
・
出
版
活
動
》

『
房
総
半
島
軍
会
尾
根
踏
査
報
告
書
』
Ｂ
5
判

ペ
ー
ジ
、「
千
葉
支
部
だ

32

よ
り
」

、

、

号
の
3
回
発
行
し
た
。

50

51

52

(三
田
博
)

316



■

東
京
多
摩
支
部

2
0
2
0
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
首

都
圏
で
は
2
0
2
0
年
4
月
7
日
か
ら
5
月

日
ま
で
と
、
2
0
2
1
年

24

2
月
7
日
か
ら
3
月

日
ま
で
の
2
度
に
わ
た
り
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令

21

さ
れ
た
。
日
本
山
岳
会
を
含
む
山
岳
4
団
体
は
、
事
態
収
束
ま
で
の
山
岳

ス
ポ
ー
ツ
自
粛
を
呼
掛
け
、
日
本
山
岳
会
で
は
古
野
会
長
名
で
会
員
向
け

に
緊
急
事
態
宣
言
期
間
中
の
登
山
を
含
む
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
、
外
出

時
の
三
密
（
密
閉
、
密
集
、
密
接
）
回
避
と
と
も
に
、
遭
難
事
故
を
惹
起

し
た
場
合
の
医
療
シ
ス
テ
ム
へ
の
負
荷
も
考
慮
し
た
、
節
度
あ
る
論
理
的

思
考
で
の
行
動
を
求
め
た
。

こ
れ
を
受
け
、
東
京
多
摩
支
部
に
お
い
て
は
、
2
0
2
0
年
度
支
部
総

会
を
郵
送
に
よ
る
議
決
権
方
式
に
変
更
し
て
開
催
し
た
。

ほ
か
、
支
部
設
立

周
年
記
念
事
業
の
柱
で
も
あ
っ
た
、
イ
ン
ド
・
ヒ

10

マ
ラ
ヤ
の
ザ
ン
ス
カ
ー
ル
未
踏
峰
遠
征
お
よ
び
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
を
中

止
し
、
国
内
行
事
と
し
て
計
画
し
て
い
た
集
中
登
山
な
ど
も
中
止
し
た
。

ま
た
、
各
種
講
演
会
、
講
習
会
、
定
例
山
行
、
平
日
山
行
、
登
山
教
室
、

会
員
に
よ
る
親
睦
行
事
な
ど
、多
く
の
事
業
が
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

《
会
員
動
向
》

＊
会
員
数

2
0
2
1
年
3
月
末
現
在
3
1
1
名
（
前
年
度
末
比

8
名

減
）、
正
会
員
2
3
1
名
（
前
年
比

名
減
）、
準
会
員

名
（
前
年

16

79

比

8
名
増
）
支
部
友
1
名
。

＊
入
会
者

正
会
員
8
名
、
準
会
員

名
（
準
会
員
か
ら
正
会
員
へ
の
移

24

行
1
名
）。

＊
退
会
者

正
会
員

名
、
準
会
員

名
。

24

16

《
会
議
》

＊
支
部
通
常
総
会
（
5
月
9
日
㈯
）
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策
の
た
め
、
議

決
権
行
使
書
に
よ
る
総
会
実
施
。
出
席
（
議
決
権
行
使
書
）
1
8
1
名
。

＊
幹
事
会

毎
月
1
回
開
催
。
会
議
室
で
の
開
催
が
困
難
な
場
合
は
、
Ｚ

ｏ
ｏ
ｍ
を
使
用
し
て
開
催
。
幹
事
・
監
事
が
延
べ
1
5
5
名
出
席
。

＊
委
員
会
等

毎
月
1
回
開
催
。
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
共
同
利
用
が
で
き
る
よ
う

支
部
共
用
Ｉ
Ｄ
を
設
定
。
総
務
、
財
務
、
会
報
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
、
山
行
、
自

然
保
護
、
安
全
対
策
、
奥
多
摩
Ｂ
Ｃ
運
営
の
8
つ
の
委
員
会
と
登
山
教

室
、
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
の
2
つ
の
Ｐ
Ｔ
が
ほ
ぼ
毎
月
開
催
。

10

《
山
行
》

＊
定
例
山
行

4
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。
中
止
8
回
。

52

8
月
1
日
㈯

小
楢
山
（

名
)。

14

9
月

日
㈰

三
頭
山
（
4
名
）。

13
月
4
日
㈯

鶴
ヶ
鳥
屋
山
（

名
）。

11

20

月

日
㈯

鍋
割
山
（

名
）。

12

12

14

＊
平
日
山
行

3
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。
中
止
8
回
。

32

7
月

日
㈭

高
岩
山
（
9
名
）。

16
月

日
㈬

大
楠
山
（

名
）。

10

21

14

月

日
㈭

守
屋
山
（
9
名
）。

11

19
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《
自
然
保
護
活
動
》

＊
6
月
7
日
㈰

身
近
な
水
環
境
の
全
国
一
斉
調
査

2
名
参
加
。

＊

月

日
㈮

野
火
止
保
全
林
見
学
。

10

23

＊
観
察
会
（

名
参
加
）。

10

＊
野
火
止
保
全
活
動
（
地
域
調
査
、
伐
採
等
）（
延
べ
9
回
、

名
参
加
）。

69

＊
2
月
に
野
火
止
保
全
活
動
Ｐ
Ｔ
を
設
立
。

《
登
山
教
室
》

＊
第
8
期
初
級
登
山
教
室
は
中
止
し
、
受
講
予
定
者
に
対
し
て
次
年
度
の

受
講
を
勧
奨
し
た
。

＊
第
9
期
初
心
者
・
初
級
登
山
教
室
（

名
応
募
）
は
中
止
し
た
。

29

＊
4
月
〜
3
月

第
2
期
中
級
登
山
教
室
。

6
月

日
㈯

南
高
尾
山
稜
縦
走
（

名
)。

20

13

9
月
5
日
㈯

天
目
山
（

名
)。

11

9
月

日
㈷

乾
徳
山
（

名
)。

21

11

7
月

日
㈯

鋸
山
・
大
岳
山
（

名
)。

25

10

月

日
㈯

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ジ
ム
講
習
（

名
)。

10

31

13

月

日

同
耒
山
（
9
名
）。

12

12

3
月

日

ど
く
ろ
桧
山
（

名
）。

20

10

※
コ
ロ
ナ
禍
で
テ
ン
ト
泊
な
ど
、宿
泊
を
伴
う
山
行
は
中
止
と
な
っ
た
。

《
広
報
活
動
》

＊
「
会
報
た
ま
」

〜

号
発
行
。
5
、
8
、

、
2
月
に
年
4
回
発
行
。

40

43

11

「
会
報
た
ま
」
の
メ
ー
ル
配
信
対
象
者
は
、
3
月

日
現
在

名
。

31

71

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
。

＊
管
理
お
よ
び
入
会
問
合
せ
対
応
。

＊
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
「
た
ま
便
り
」

回
配
信
、
配
信
対
象
者
は
、
3
月

58

日
現
在

2
7
5
名
。

31
《
講
演
会
》

＊

月

日
㈭

自
然
保
護
講
演
会
「
高
尾
山
人
気
の
秘
密
と
植
生
の
不

10

29

思
議
」（
講
師
1
名
、
一
般

名
、
会
員

名
、
計

名
参
加
)。

15

21

37

《
安
全
講
習
会
》

＊

月

日
㈬

「
事
故
発
生
時
の
現
地
対
応
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
講

11

18

習
（

名
参
加
)。

20

《
そ
の
他
の
行
事
・
懇
親
会
》

＊
8
月

エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
記
念
資
料
。

50

＊
写
真
展
（
来
場
者

名
）。

87

＊
9
月

日
㈭

新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（

名
参
加
)。

17

26

＊

〜

月

お
く
た
ま
ア
ー
ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
来
場
者

名
）。

10

11

14

＊

月

日
㈯

錦
秋
の
奥
多
摩
散
策
と
芋
煮
会
（

名
参
加
）。

11

28

11

《
サ
テ
ラ
イ
ト
・
サ
ロ
ン
》

＊
吉
祥
寺
、
立
川
、
多
摩
の
3
ヶ
所
で
開
催
し
て
い
る
が
、
密
に
な
ら
な

い
状
態
で
の
会
議
室
使
用
が
困
難
な
た
め
、
開
催
に
至
ら
な
か
っ
た
。

《
同
好
会
》

＊
ス
キ
ー
同
好
会
、
沢
登
り
同
好
会
、
海
外
登
山
研
究
会
、
山
の
唄
を
歌

う
会
。
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(近
藤
雅
幸
)

■

神
奈
川
支
部

令
和
2
年
度
は
、
支
部
設
立
を
記
念
し
て
立
ち
上
げ
た
「
か
な
が
わ
山

岳
誌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
活
動
を
加
速
さ
せ
、
月
2
回
の
踏
査
山
行
を
実

施
続
け
（
7
・
8
月
を
除
く
）、
2
つ
の
グ
レ
ー
ド
（
ハ
イ
キ
ン
グ
・
登
山

初
級
程
度
の
レ
ベ
ル
＝
Ｌ
、
登
山
中
上
級
の
レ
ベ
ル
＝
Ｈ
）
山
行
を
実
施

予
定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
4
〜
6
月
で
の
山
行
は

中
止
。
9
月
2
回
（
Ｌ
、
Ｈ
）、

月
1
回
（
Ｈ
の
み
。
Ｌ
は
雨
天
中
止
）、

10

月
2
回
（
Ｌ
、
Ｈ
）、

月
2
回
（
Ｌ
、
Ｈ
）、
1
月
2
回
、
2
月
2
回
、

11

12

3
月
1
回
（
Ｌ
）
も
新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
に
中
止
。
3
月
1
回
（
Ｈ
:3
月

日
）
は
実
施
と
い
う
こ
と
で
、
Ｌ
に
て
3
回
、
Ｈ
に
て
5
回
、
計
8
回

27と
い
う
程
度
の
山
行
結
果
と
な
っ
た
。

計
8
回
の
山
行
に
よ
り
、
約

の
コ
ー
ス
・
2
8
2
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち

80

8
コ
ー
ス
・

ポ
イ
ン
ト
を
踏
査
し
た
（
累
計
で
現
在
、

コ
ー
ス
1
9

24

57

7
ポ
イ
ン
ト
）。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
支
部
公
益
目
的
事
業
と
し
て
5
年
計
画
で
実
施

す
る
も
の
で
、神
奈
川
県
下
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
山
と
主
要
な
峠
を
踏
査
し
、

日
本
山
岳
誌
の
神
奈
川
版
を
作
成
す
る
。
単
な
る
登
山
ガ
イ
ド
に
と
ど
ま

ら
ず
、
地
学
、
気
象
、
動
植
物
、
山
岳
信
仰
や
山
名
の
由
来
な
ど
の
文
化

的
な
情
報
も
加
え
た
総
合
的
山
岳
記
録
誌
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の
情
報

提
供
な
ど
を
通
し
て
社
会
へ
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
踏
査

山
行
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
中
心
に
支
部
会
員
が
協
力
し
て
行
な

い
、
ハ
イ
キ
ン
グ
・
登
山
初
級
程
度
の
レ
ベ
ル
の
山
行
は
原
則
と
し
て
支

部
会
員
以
外
の
一
般
の
方
に
も
公
開
し
て
い
る
。

な
お
、
今
年
度
で
は
、
前
述
の
文
化
的
情
報
の
原
稿
も
専
門
家
の
方
々

か
ら
入
手
し
、
報
告
書
の
構
成
・
目
次
な
ど
、
編
集
ま
と
め
作
業
に
つ
い

て
も
着
手
し
た
。

こ
の
ほ
か
の
支
部
公
益
事
業
と
し
て
、
近
藤
和
美
氏
に
よ
る
公
開
講
演

会
「
8
0
0
0
ｍ
峰
全
山
挑
戦
の
軌
跡
」、
お
よ
び
神
奈
川
大
学
山
岳
部
の

活
動
報
告
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

た
め
に
中
止
と
な
っ
た
。

他
支
部
と
の
交
流
と
し
て
、
南
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
3
支
部
（
東
京
多
摩
・

埼
玉
）
合
同
懇
親
山
行
を

月
末
に
実
施
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

10

も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
、
1
年
延
期
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

さ
ら
に
、
支
部
員
の
提
案
に
よ
る
米
国
オ
レ
ゴ
ン
州
で
の
ツ
ア
ー
も
企

画
さ
れ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
に
中
止
と
な
っ
た
。

自
然
観
察
会
も
4
月
予
定
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た

め
、
中
止
と
な
っ
た
。

支
部
報
（
電
子
版
）
は
、
年
度
中
に
4
回
発
行
し
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
神
奈
川
支

部
会
員
に
メ
ー
ル
配
信
を
行
な
っ
た
（
郵
送
は
有
償
で
希
望
者
の
み
）。

《
か
な
が
わ
山
岳
誌

踏
査
山
行
（
実
施
分
）》

＊
9
月
5
日
㈯

大
室
山
（
Ｈ
）
4
名
参
加
。
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＊
9
月

日
㈯

仏
塚
山
（
Ｌ
）

名
参
加
。

19

10

＊

月

日
㈯

三
増
峠
・
城
山
（
Ｈ
）
9
名
参
加
。

10

24

＊

月

日
㈯

高
倉
山
・
金
剛
山
（
Ｌ
）

名
参
加
。

11

14

11

＊

月

日
㈯

檜
洞
丸
（
Ｈ
）
5
名
参
加
。

11

28

＊

月

日
㈯

衣
張
山
（
Ｌ
）

名
参
加
。

12

12

17

＊

月

日
㈯

柏
原
ノ
頭
（
Ｌ
）
7
名
参
加
。

12

19

＊
3
月

日
㈯

峰
山
（
Ｈ
）
9
名
参
加
。

27

《
他
支
部
と
の
交
流
》

＊

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

全
国
支
部
懇
談
会
（
宮
崎
支
部
）
新
型
コ
ロ

10ナ
の
た
め
中
止
。

＊

月

日
㈯

南
関
東
Ｂ
（
東
京
多
摩
・
埼
玉
）
合
同
懇
親
山
行
（
当

10

31

支
部
主
催
）
新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
中
止
。

《
そ
の
他
の
山
行
》

＊
4
月

日
㈯

自
然
観
察
会
（
こ
ど
も
植
物
園
）（
講
師
：
舟
根
・
渡
辺

18

会
員
）
新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
中
止
。

＊
5
月

日
㈮
〜
6
月
8
日
㈪

米
国
オ
レ
ゴ
ン
州
ツ
ア
ー

新
型
コ
ロ

29

ナ
の
た
め
中
止
。

＊
妙
高
赤
倉
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
山
行

新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
中
止
。

《
委
員
会
・
懇
親
会
等
》

＊
1
月
9
日
㈯

新
年
会

新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
中
止
。

《
会
議
等
》

＊
5
月

日
㈯

支
部
通
常
総
会
に
代
わ
り
書
面
議
決
が
行
わ
れ
、
議
案

23

5
件
に
対
し
、
過
半
数
を
越
え
す
べ
て
可
決
承
認
さ
れ
た
。（
議
決
権

行
使
有
資
格
者
：
1
5
1
名
。
支
部
長
・
事
務
局
長
へ
の
委
任
状
に
よ

る
議
決
者
：

名
、
書
面
議
決
者
（
議
案
賛
成
）：

名
、
議
案
賛
成
者

54

28

は

名
）。

82

＊
9
月

日
㈯

支
部
合
同
会
議

主
婦
会
館
プ
ラ
ザ
エ
フ
（
四
谷
）
＆

29

ｗ
ｅ
ｂ

2
名
出
席
（
支
部
長
、
事
務
局
長
）。

＊
1
月

日
㈯

支
部
連
絡
会
議
（
ｗ
ｅ
ｂ
）
1
名
出
席
（
事
務
局
長
）。

30

＊
役
員
会

神
奈
川
工
科
大
学
横
浜
事
務
所
に
て
5
月
（
ｗ
ｅ
ｂ
）・
6

月
・
7
月
・
9
月
・

月
・

月
・

月
・
1
月
（
ｗ
ｅ
ｂ
）・
2
月
（
ｗ

10

11

12

ｅ
ｂ
）・
3
月
（
ｗ
ｅ
ｂ
）
の
第
3
木
曜
日
（
2
月
は
第
3
水
曜
日
）
に

計

回
開
催
（
4
月
は
中
止
）。
山
行
計
画
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
予
算
・

11
決
算
な
ど
に
つ
い
て
、
審
議
・
報
告
を
行
な
っ
た
。
執
行
体
制
は
、
役

員

名
、
監
事
2
名
、
顧
問
3
名
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
1
名
（
3
月
末
現

15
在
）。

《
そ
の
他
》

神
奈
川
県
山
岳
連
盟
（
県
岳
連
）
に
加
盟
（
3
月
）。

県
岳
連
に
は
、
県
内

の
山
岳
団
体
が
加
盟
し
て
お
り
、
人
的
交
流
も

62

含
め
、
よ
り
充
実
し
た
山
岳
活
動
が
可
能
に
な
る
と
同
時
に
、
社
会
貢
献

の
一
環
と
し
て
も
山
に
親
し
む
活
動
の
普
及
や
発
展
に
い
っ
そ
う
寄
与
で

き
る
も
の
と
判
断
し
、
こ
の
度
、
県
岳
連
に
加
盟
し
た
。
支
部
会
員
の
役

員
ほ
か

名
、
県
岳
連
の
理
事
と
し
て
2
名
（
長
島
、
永
井
）、
代
議
員
2

20

名
（
込
田
、
砂
田
）
を
選
出
し
た
。
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(永
井
泰
樹
)

■

越

後

支

部

令
和
2
年
度
の
会
員
動
向
は
退
会
0
名
、
物
故
会
員
が
9
名
、
新
入
会

員
5
名
で
会
員
減
少
は
止
ま
ら
な
い
。
今
後
も
高
齢
化
に
よ
る
会
員
の
退

会
・
物
故
者
は
避
け
ら
れ
な
い
厳
し
い
現
状
で
あ
る
。
た
だ
若
い
年
齢
層

の
入
会
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
新
入
会
員
獲
得
と
支
部
活
性
化
に

努
め
た
い
。

毎
年
7
月

日
「
山
の
日
」
制
定
記
念
事
業
と
し
て
、
弥
彦
山
大
平
園

25

地
・
高
頭
仁
兵
衛
寿
像
前
で
高
頭
祭
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
寿
像
碑
が

冬
の
寒
気
・
豪
雪
と
夏
の
猛
暑
・
豪
雨
に
加
え
日
本
海
か
ら
の
潮
風
に
曝

さ
れ
続
け
て
、
長
年
の
経
年
劣
化
で
寿
像
碑
石
壁
に
亀
裂
や
剥
離
を
し
て

い
た
。
こ
の
た
め
高
頭
仁
兵
衛
寿
像
碑
の
修
復
を
行
な
う
こ
と
と
な
り
、

越
後
支
部
会
員
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
日
本
山
岳
会
関
係
者
の
皆
様
に
募

金
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
。
あ
ら
た
め
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
同
時
に

「
写
真
で
見
る
高
頭
祭
の
あ
ゆ
み
」
を
発
行
し
、
高
頭
仁
兵
衛
翁
の
功
績
を

紹
介
。
今
後
も
高
頭
祭
の
歴
史
と
経
緯
を
後
世
に
継
承
す
る
行
事
と
し
て

継
続
し
た
い
。

《
会
議
》

＊
5
月

日
㈯

総
会
は
書
面
議
決
に
て
実
施
。
事
業
報
告
・
決
算
・
計

23

画
・
予
算
な
ど
が
賛
成
多
数
で
可
決
。
は
が
き
回
収
総
数
1
1
9
、
回

収
率

・
3
％

68

＊
役
委
員
会

5
月

日
㈯

第
1
回
理
事
会
は
中
止
、

月

日
㈯

23

6

27

第
1
回
委
員
長
会
議
、

月

日
㈯

第
2
回
委
員
長
会
議
、

月

10

10

12

12

日
㈯

第
2
回
理
事
会
、
3
月
6
日
㈯

第
3
回
委
員
長
会
議
、
3
月

日
㈰

越
後
山
岳
古
道
調
査
会
議
、
支
部
会
員
が
集
ま
り
、
支
部
運

21営
や
事
業
に
つ
い
て
協
議
。
延
べ

名
出
席
。
子
ど
も
登
山
教
室
実
行

75

委
員
会
、
越
後
山
岳
古
道
調
査
会
議
な
ど
、
適
宜
会
議
を
開
き
事
業
運

営
に
つ
い
て
協
議
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日
㈭

平
日
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

八
石
山

中
止
。

23

＊
5
月

日
㈭

平
日
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
大
仏
山
・
須
刈
岳

中
止
。

14

＊
5
月

日
㈰

親
睦
登
山

西
会
津

大
山
衹
神
社
参
道

中
止
。

24

＊
6
月

日
㈰

公
募
登
山

妙
高
・
神
奈
山

中
止
。

14

＊
6
月

日
㈯
〜

日
㈰

靴
音
・
寄
り
合
い
の
集
い

長
岡
・
風
谷
山

27

28

中
止

＊
「
山
の
日
」
記
念
事
業
7
月

日
㈯

第

回
高
頭
祭
を
弥
彦
山
大
平

25

63

園
地
で
規
模
を
縮
小
し
て
開
催

名
が
参
加
、
献
花
・
献
酒
だ
け
で

24

記
念
講
演
、
た
い
ま
つ
登
山
祭
は
中
止
。

＊
「
山
の
日
」
記
念
事
業

8
月
9
日
㈰
〜

日
㈪

第
4
回
糸
魚
川
ジ

10

オ
パ
ー
ク
子
ど
も
登
山
教
室

蓮
華
温
泉
〜
白
馬
大
池
周
辺

中
止
。

＊
8
月

日
㈯
〜

日
㈰

上
高
地
集
会

美
ヶ
原
・
西
穂
高
岳

中
止
。

22

23

＊

月
1
日
㈰

靴
音
・
寄
り
合
い
の
集
い

三
条
市
・
番
屋
山

名

11

19
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参
加
。

＊
越
後
ス
ノ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
同
好
会

月

日
㈰
米
山

名
参

12

27

14

加
、
1
月

日
㈪
弥
彦
山

大
雪
の
た
め
中
止
、
2
月

日
㈯
妙
高
・

11

20

神
奈
山

名
参
加
、
3
月

日
㈯
頸
城
・
前
烏
帽
子
岳

名
参
加
、

22

27

18

4
月
8
日
㈭
魚
沼
・
笠
倉
山

名
参
加
。

16

【
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
】

＊
7
月

日
㈯

清
掃
登
山
・
弥
彦
山

名
参
加
。

25

24

＊

月
1
日
㈰

清
掃
登
山
・
番
屋
山
（
三
条
市
）

名
参
加
。

11

19

【
広
報
・
出
版
活
動
】

＊
6
月

日
㈭
「
越
後
支
部
報
」
第

号
発
行
、

月

日
㈭
「
越
後
支

15

28

10

15

部
報
」
第

号
発
行
、
2
月

日
㈪
「
越
後
支
部
報
」
第

号
発
行
。

29

15

30

＊

月
4
日
㈮
「
写
真
で
見
る
高
頭
祭
の
あ
ゆ
み
」
発
行
。

12
《
講
演
会
》

＊

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

登
山
セ
ミ
ナ
ー
「
山
の
天
気
ラ
イ
ブ
授
業
と

10海
外
登
山
の
話
を
聞
く
」
講
師

猪
熊
隆
之
氏
（
ヤ
マ
テ
ン
代
表
取
締

役
）、
坂
井
広
志
氏
（
日
本
山
岳
会
副
会
長
）
中
止
。

《
そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

＊
新
潟
県
山
岳
協
会
登
山
講
習
会
へ
の
講
師
派
遣
、
3
月

日
㈯

残
雪

13

期
安
全
登
山
教
室
。

令
和
3
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
で
も
、
で
き
る
事
業
を
模
索
し
て
実
行
に
移

し
て
い
き
た
い
。
1
2
0
周
年
記
念
事
業
の
山
岳
古
道
調
査
に
つ
い
て

は
、
越
後
支
部
会
員
の
活
性
化
お
よ
び
新
会
員
獲
得
に
つ
な
が
る
よ
う
に

越
後
山
岳
古
道
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
た
。
隣
接
す
る

他
県
と
連
携
を
図
り
古
道
調
査
が
順
調
に
進
む
よ
う
調
整
し
た
い
。

高
頭
祭
は
修
復
記
念
竣
工
式
を
兼
ね
て
開
催
予
定
。

(小
泉
良
夫
)

■

富

山

支

部

令
和
2
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
対
策
と
し
て
多

く
の
事
業
、
行
事
が
中
止
あ
る
い
は
規
模
縮
小
な
ど
の
前
代
未
聞
の
事
態

と
な
っ
た
。
恒
例
の
「
播
隆
祭
」
は
第

回
を
迎
え
た
。
コ
ロ
ナ
対
策
の

35

た
め
参
加
者
は

名
と
少
人
数
で
播
隆
上
人
の
生
家
跡
に
建
立
し
た
「
播

20

隆
上
人
顕
頌
碑
」
前
に
お
い
て
実
施
し
た
。「
生
家
の
会
」
か
ら
は
代
表
者

お
ひ
と
り
の
参
加
で
、
例
年
の
播
隆
上
人
関
連
資
料
の
展
示
な
ど
は
中
止

と
し
た
。
例
年
、
こ
の
後
に
実
施
し
て
い
る
高
頭
山
記
念
登
山
は
中
止
と

し
、
播
隆
祭
の
1
週
間
前
に
行
な
っ
て
き
た
高
頭
山
登
山
道
整
備
を
播
隆

祭
当
日
に
実
施
し
た
。
参
加
者
は

名
だ
っ
た
。

13

本
部
主
催
の
全
国
支
部
懇
談
会
や
、
今
年
は
石
川
支
部
が
ホ
ス
ト
支
部

の
予
定
だ
っ
た
5
支
部
合
同
懇
親
山
行
も
相
次
い
で
中
止
と
な
り
、
ま
さ

に
異
例
の
年
と
な
っ
た
。

8
月

日
に
予
定
し
て
い
た
「
山
の
日
記
念
」
の
親
子
登
山
も
中
止
を

11

余
儀
な
く
さ
れ
た
。

例
会
山
行
も
毎
年
実
施
し
て
い
た
南
ア
ル
プ
ス
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
災
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害
被
災
や
山
小
屋
の
コ
ロ
ナ
対
策
で
の
営
業
自
粛
な
ど
の
影
響
で
実
施
で

き
ず
、
近
郊
の
山
へ
個
人
山
行
と
い
う
形
態
で
行
な
わ
れ
た
。

5
月
に
は
待
望
の
「
富
山
県
の
グ
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
が
製
作
さ
れ
、
印

刷
物
と
し
て
無
料
配
布
さ
れ
た
。
発
行
し
た
富
山
県
自
然
保
護
課
の
Ｈ
Ｐ

か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能
と
な
っ
た
。
富
山
県
山
岳
遭
難
対
策
協
議

会
、
富
山
県
警
察
本
部
地
域
部
山
岳
安
全
課
、
富
山
県
山
岳
連
盟
、
立
山

ガ
イ
ド
協
会
、
立
山
山
荘
組
合
の
協
力
の
も
と
、
富
山
県
自
然
保
護
課
が

製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
県
内

ル
ー
ト
の
難
易
度
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ

92

て
お
り
、
登
山
の
参
考
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
全
国
と
し
て
は
当
時

番
目
の
策
定
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
を

10

受
け
て
富
山
県
内
の
山
を
紹
介
し
た
『
富
山
の
百
山
』
に
も
こ
の
グ
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
情
報
を
加
筆
し
た
改
訂
版
の
作
業
が
進
ん
で
お
り
、
令
和
3
年

度
に
は
改
訂
版
の
発
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

山
岳
遭
難
関
連
で
は
令
和
に
な
っ
て
特
に
黒
部
川
・
下
ノ
廊
下
で
の
転

落
事
故
の
ニ
ュ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
こ

数
年
、
テ
レ
ビ
番
組
で
山
岳
ル
ー
ト
を
紹
介
し
た
番
組
が
急
に
増
え
て
き

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
高
性
能
化
と
小
型
軽
量
化

が
進
み
山
岳
地
帯
に
簡
単
に
持
ち
込
め
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。
問
題

は
そ
の
ル
ー
ト
の
紹
介
の
仕
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
下
ノ
廊
下
の
水
平
歩

道
か
ら
仙
人
池
の
コ
ー
ス
紹
介
の
フ
リ
ッ
プ
が
、
ま
る
で
低
山
ハ
イ
キ
ン

グ
の
散
策
コ
ー
ス
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
誰

で
も
気
軽
に
い
け
る
初
心
者
コ
ー
ス
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て

い
る
こ
と
が
転
落
事
故
に
つ
な
が
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
か
。
紹
介
の
仕
方

に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
と
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
た

で
き
ご
と
だ
っ
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

15

計
画
お
よ
び
予
算
案
を
書
面
議
決
に
て
承
認
。

・
1
月

日
㈬

親
睦
会
総
会
。
第
9
回
役
員
会
の
後
に
開
催
。
出
席

20

10

名
。

・
役
員
会
は

回
開
催
（
6
月
か
ら
3
月
ま
で
毎
月
1
回
開
催
）。

11

・
9
月

日
㈯

全
国
支
部
合
同
会
議

支
部
長
・
事
務
局
長
リ
モ
ー
ト

26

で
参
加
。

・
1
月

日
㈯

全
国
支
部
連
絡
会
議

支
部
長
･事
務
局
長
リ
モ
ー
ト

30

で
参
加
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

・
4
月
8
日
㈬

負
釣
山

参
加
6
名
。

・
5
月

日
㈮

瀬
戸
蔵
山

参
加
4
名
。

15

・
5
月

日
㈯

唐
堀
山

参
加
5
名
。

23

・
6
月

日
㈫

毘
沙
門
岳

参
加
4
名
。

16

・
7
月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

例
会
山
行

浅
草
岳
・
弥
彦
山

参
加
4
名
。

・
8
月
6
日
㈭
〜
7
日
㈮

浄
土
山
・
竜
王
岳
・
雄
山

参
加
5
名
。

・
8
月
8
日
㈯
〜
9
日
㈰

例
会
山
行

浅
間
隠
山
・
両
神
山

参
加
6

名
。
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・
9
月
5
日
㈯
〜
6
日
㈰

例
会
山
行

戸
隠
山
系
・
高
妻
山

参
加
7

名
。

・

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

第

回
全
国
支
部
懇
談
会

コ
ロ
ナ
禍
の
た

10

36

め
中
止
。

・

月
7
日
㈯
〜
8
日
㈰

5
支
部
合
同
懇
親
山
行
（
石
川
支
部
担
当
)

11コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
。

・
2
月

5
支
部
合
同
ス
キ
ー
山
行

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
。

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

・
6
月
7
日
㈰

高
頭
山
登
山
道
整
備
（
公
益
)
参
加

名
。

13

・
6
月
7
日
㈰

第

回
播
隆
祭
（
公
益
)
式
典
参
加

名
。

35

20

《
広
報
・
出
版
活
動
》

・
｢富
山
支
部
会
報
」
発
行

月

日

第
1
1
4
号
、
3
月

日

第

10

20

17

1
1
5
号

・
第

回
山
岳
講
演
会

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
。

12

《
そ
の
他
の
行
事
、
懇
親
会
》

・
8
月

例
会
・
懇
親
会

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中
止
。

・

月

日
㈬

例
会
・
懇
親
会

山
行
報
告
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・

12

16

ト
レ
ッ
キ
ン
グ
報
告
）、
懇
親
会
は
中
止
。
と
や
ま
市
民
交
流
館

参

加

名
。

15

(河
合
義
則
)

■

石

川

支

部

令
和
2
年
度
と
な
っ
た
矢
先
の
4
月
7
日
に
、
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令

さ
れ
、
窮
屈
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
山
岳
4
団
体
か
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ
も
出
さ
れ
、
山
小
屋
や
施
設
の
休
業
・
閉
鎖
や
制
限
付
き
の

利
用
な
ど
で
登
山
に
出
掛
け
る
こ
と
も
難
し
い
状
況
と
な
っ
た
。
支
部
と

し
て
団
体
登
山
は
中
止
と
し
た
が
、
個
人
山
行
は
制
限
せ
ず
、
各
自
の
判

断
と
し
た
。

石
川
支
部
と
し
て
継
続
を
し
て
い
た
公
益
事
業
の
第
6
回
と
な
る
「
白

山
親
子
登
山
教
室
」
は
、
大
人
数
で
の
登
山
は
密
に
な
る
こ
と
と
宿
泊
予

定
の
山
小
屋
の
利
用
制
限
に
よ
り
、
や
む
な
く
中
止
と
し
た
。

ふ
る
さ
と
登
山
道
整
備
は
支
部
員
有
志
少
人
数
に
て
富
士
写
ヶ
岳
・
不

惑
新
道
お
よ
び
杉
峠
の
2
ヶ
所
を
実
施
し
た
。

会
員
構
成
は
退
会
者
2
名
。
総
会
は
開
催
で
き
た
が
会
場
の
会
議
室
が

利
用
自
粛
と
な
っ
た
た
め
、
一
時
期
、
月
例
集
会
を
開
催
で
き
な
か
っ
た
。

《
会
議
・
月
例
会
会
場
は
金
沢
市
総
合
体
育
館
会
議
室
》

＊
4
月
4
日
㈯

金
沢
市
総
合
体
育
館
会
議
室
に
て
支
部
定
期
総
会
を
開

催
、
密
を
避
け
る
た
め
定
員
1
0
0
名
の
会
議
室
に
出
席

名
、
委
任

16

状

名
に
て
事
業
報
告
、
計
画
案
、
会
計
報
告
・
予
算
案
な
ど
を
全
員

21
で
審
議
・
可
決
し
た
。

＊
5
、
6
月
は
金
沢
市
総
合
体
育
館
会
議
室
が
利
用
自
粛
要
請
と
な
っ
た

た
め
、
月
例
会
は
休
止
と
な
っ
た
。
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＊
7
月
5
日
㈬

月
例
会

会
議
室
が
使
用
可
能
と
な
っ
た
の
で
再
開
し

た

出
席
4
名
。

＊
8
月

日
㈬

月
例
会

白
山
の
情
報
な
ど
を
共
有
、
活
動
再
開
に
つ

19

い
て
協
議

出
席
4
名
。

＊
9
月

日
㈬

月
例
会

時
か
ら

日
に
行
な
わ
れ
る
支
部
合
同
会

16

19

26

議
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
会
議
）
の
リ
ハ
ー
サ
ル
が
あ
り
、
会
議
室
に
て
接
続
訓

練
を
行
な
う
。

日
に
富
士
写
ヶ
岳
登
山
道
整
備
に
つ
い
て
実
施
と

26

し
、
案
内
は
メ
ー
ル
に
て
配
信
と
す
る
。
ほ
か
、
月
例
山
行
計
画
に
つ

い
て
個
人
山
行
を
月
例
山
行
の
一
部
と
し
て
発
案
す
る
。
出
席
6
名
。

＊

月

日
㈬

月
例
会

支
部
員
夏
山
個
人
山
行
報
告
。
写
真
を
プ
ロ

10

21

ジ
ェ
ク
タ
ー
に
て
披
露

出
席
4
名
。

＊

月

日
㈬

月
例
会

古
道
調
査
に
つ
い
て
協
議

出
席
4
名
。

11

18

＊

月

日
㈬

月
例
会

会
員
へ
の
連
絡
方
法
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
検
討
、

12

16

さ
っ
そ
く
石
川
支
部
グ
ル
ー
プ
を
立
ち
上
げ
、
事
務
局
か
ら
各
位
へ
案

内
メ
ー
ル
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
来
期
の
予
算
計
画
。
事
業
計
画
を
策

定
、
事
務
局
か
ら
本
部
へ
メ
ー
ル
に
て
提
出
す
る
。
令
和
2
年
は
支
部

費
な
ど
集
め
た
が
、
何
も
還
元
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
令
和
3
年
度
は

考
慮
す
る
こ
と
と
し
た

出
席
4
名
。

＊
令
和
2
年
1
月

日
㈬

月
例
会

次
回
役
員
会
の
準
備
ほ
か
。
出
席

20

4
名
。

＊
令
和
2
年
2
月

日
㈬

月
例
会

役
員
会
と
し
た
。
総
会
準
備
の
た

17

め
、
総
会
議
事
な
ど
に
つ
い
て
意
見
調
整
・
審
議

出
席
4
名
。

＊
3
月

日
㈰

先
月
の
役
員
会
に
基
づ
き
総
会
提
出
議
案
検
討
、
総
会

29

資
料
確
認
。
出
席
6
名
。

《
公
益
事
業
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
6
月

日

杉
峠
登
山
道
整
備

参
加
1
名
。

17

＊

月
3
日

富
士
写
ヶ
岳

火
燈
古
道
・
大
内
登
山
道
・
不
惑
新
道

10登
山
道
点
検
整
備

参
加
6
名
。

《
行
事
・
懇
親
会
・
そ
の
他
》

＊
9
月

支
部
合
同
会
議

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
会
議

参
加
1
名
。

26

＊
5
支
部
合
同
懇
親
山
行
、
山
祭
り
集
会
・
懇
親
会
、
年
次
晩
餐
会
、
5

支
部
合
同
ス
キ
ー
山
行
は
中
止
と
な
っ
た
。

(堀
正
春
)

■

福

井

支

部

令
和
2
年
に
入
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
報
道
が
毎
日
の
よ

う
に
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
に
ぎ
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
福
井
県
で
も
3
月
か

ら
4
月
に
か
け
て
感
染
者
が
急
増
し
、
一
時
は
人
口
当
た
り
の
患
者
数
が

日
本
一
の
状
態
と
な
っ
た
た
め
、
4
月

日
に
県
独
自
に
「
緊
急
事
態
宣

14

言
」
を
発
令
、
4
月

日
に
は
国
が
全
国
に
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
発
令

16

す
る
事
態
と
な
っ
た
。
三
密
を
避
け
、不
要
不
急
の
外
出
自
粛
が
始
ま
り
、

感
染
拡
大
予
防
の
た
め
、
福
井
支
部
で
は
4
月
中
は
山
行
な
ど
会
の
行
事

す
べ
て
を
中
止
と
し
た
。
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5
月
に
入
り
、
森
づ
く
り
は
マ
ス
ク
を
し
、
三
密
を
避
け
な
が
ら
再
開

し
た
。
ま
た
、
山
行
に
つ
い
て
は
5
月
か
ら
8
月
は
現
地
集
合
と
し
、
9

月
か
ら
は
1
台
の
車
に
2
~3
名
同
乗
し
て
行
な
っ
た
。

《
会
議
》

＊
令
和
2
年
4
月

日
㈯

通
常
総
会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

11

大
予
防
の
た
め
中
止
。

＊
令
和
3
年
3
月

日
㈯

福
井
市
研
修
セ
ン
タ
ー
に
て
幹
事
会

出
席

13

者
6
名
。
午
前

時
〜
正
午

令
和
3
年
度
の
支
部
活
動
計
（
案
）
の

10

検
討
や
活
動
等
の
意
見
交
換
を
し
た
。

《
支
部
山
行
》

＊
4
月
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
の
た
め
中
止
）

＊
5
月
9
日
㈯

三
床
山
〜
牧
山

7
名
参
加
。

日
㈪

西
方
ヶ
岳
〜
蠑
螺

4
名
参
加
。

25

＊
6
月
7
日
㈯

火
燈
山
〜
浄
法
寺
山

8
名
参
加
。

日
㈪

銀
杏
峰

7
名
参
加
。

22

＊
7
月

日
㈪

杣
山

5
名
参
加
。

20

＊
8
月
2
日
㈰

三
ノ
峰

6
名
参
加
。

8
日
㈯

権
現
山

8
名
参
加
。

＊
9
月
6
日
㈰

取
立
山

4
名
参
加
。

日
㈪

白
山

3
名
参
加
。

14

＊

月
4
日
㈰

岩
籠
山

6
名
参
加
。

10

日
㈪

越
前
甲

2
名
参
加
。

12

日
㈯

三
十
三
間
山

5
名
参
加
。

24

＊

月
1
日
㈰

鷲
鞍
岳

9
名
参
加
。

11

日
㈯

野
見
ヶ
岳

5
名
参
加
。

14
日
㈪

文
殊
山

6
名
参
加
。

30

＊
1
月

日
㈰

日
野
山

9
名
参
加
。

17

＊
2
月
6
日
㈯

西
方
ヶ
岳

8
名
参
加
。

日
㈯

乗
鞍
岳

9
名
参
加
。

20

＊
3
月
7
日
㈰

護
摩
堂
山

7
名
参
加
。

日
㈯

火
燈
山

7
名
参
加
。

20

令
和
2
年
度
は
天
候
不
順
の
日
が
多
く
、
何
回
か
山
行
が
中
止
に
な
っ

た
。

《
そ
の
他
の
行
事
》

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
の
た
め
中
止
と
な
る
。

＊
5
月

日
㈯
〜

日
㈰

第

回
全
国
支
部
懇
談
会
（
宮
崎
支
部
主

16

17

36

管
）。

＊

月
7
日
㈯
〜
8
日
㈰

5
支
部
合
同
懇
親
会
（
石
川
支
部
支
部
主

11管
）。

＊

月
7
日
㈯

日
本
山
岳
会
晩
餐
会
。

12
《
公
益
年
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
の
た
め
中
止
と
な
る
。

＊
5
月

日
㈰

泰
澄
祭
＆
泰
澄
ウ
ォ
ー
ク
。

31

＊
森
づ
く
り

4
月
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
中
止
。
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5
〜

月
と
年
明
け
、
3
月
末
、
越
前
町
五
と
生
の
現
地
に
て
活
動
。

11

池
に
繁
殖
し
た
ガ
マ
の
撤
去
作
業
、
遊
歩
道
お
よ
び
周
囲
の
除
草
、
花

壇
・
遊
歩
道
の
整
備
、
雑
木
の
伐
採
と
ク
リ
の
植
樹
、
ナ
ラ
の
伐
採
木

に
シ
イ
タ
ケ
菌
種
付
な
ど
を
行
な
っ
た
。
昨
年
末
に
は
、
作
業
用
道
具

や
材
料
を
収
納
出
来
る
小
屋
の
盛
土
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
。

(舩
田
洋
子
)

■

山

梨

支

部

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
防
止
を
徹
底
す
る
た
め
支
部
活
動

は
何
を
行
な
う
に
も
三
密
を
避
け
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
や
、
も
ど
か

し
さ
を
感
じ
る
コ
ロ
ナ
に
振
り
回
さ
れ
た
1
年
だ
っ
た
。
す
べ
て
の
活
動

に
つ
い
て
、
そ
の
と
き
ど
き
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
状
況
を
踏
ま
え

て
適
切
に
活
動
を
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

新
年
度
に
入
っ
て
間
も
な
く
の
4
月

日
に
は
緊
急
事
態
宣
言
が
山
梨

16

県
を
含
む
全
国
に
拡
大
さ
れ
、
そ
の
2
日
後
の
支
部
総
会
は
ま
と
も
に
コ

ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
た
。
予
約
会
場
が
急
遽
利
用
不
可
に
な
り
、
会
場
探

し
の
ほ
か
、
総
会
規
模
縮
小
に
伴
う
総
会
決
議
に
必
要
な
出
席
支
部
員
の

調
整
（
出
席
予
定
者
の
委
任
状
へ
の
切
替
依
頼
）
な
ど
の
対
応
に
追
わ
れ

る
な
ど
慌
し
い
状
況
で
の
2
0
2
0
年
度
が
始
ま
っ
た
。

年
度
計
画
重
点
事
項
と
し
て
は
、
山
の
日
制
定
記
念
事
業
と
し
て
の
や

ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
の
継
続
実
施
、
地
域
行
政
と
協
働
の
第
3
回
田
部

祭
お
よ
び
第

回
木
暮
祭
の
開
催
、
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
受
講
修
了

61

生
を
対
象
に
し
た
支
部
山
行
と
雪
山
入
門
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
登
山
講
習
会

の
実
施
、
機
関
誌
「
支
部
通
信
」
お
よ
び
『
甲
斐
山
岳
』
発
行
に
よ
る
広

報
活
動
の
充
実
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
Ｊ
Ａ
Ｃ
創
立
1
2
0
周
年
記
念
事
業

の
山
岳
古
道
調
査
初
年
度
と
し
て
調
査
対
象
山
岳
古
道
の
候
補
選
定
に
必

要
な
事
前
調
査
や
情
報
収
集
を
円
滑
効
率
的
に
行
な
う
体
制
作
り
な
ど

だ
。
支
部
山
行
や
登
山
講
習
会
は
支
部
員
増
加
に
つ
な
げ
る
重
要
な
も
の

と
位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
機
関
誌
に
よ
る
広
報
活
動
は
支
部
員
相
互
の

交
流
促
進
と
支
部
活
性
化
を
図
る
こ
と
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
考
え
て
い

る
。

⑴

公
益
目
的
事
業
の
状
況

①
第
6
回
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
（
9
月
8
日
〜

月

日
、
机
上

11

17

講
座
8
回
、
野
外
講
座
3
回
）。
山
の
日
制
定
記
念
事
業
と
し
て
2

0
1
5
年
に
第
1
回
を
開
催
し
、
以
後
毎
年
実
施
し
て
い
る
講
座
。

受
講
生
を

名
（
例
年
は

名
内
外
）
に
縮
小
す
る
も
、
講
座
の
内

15

30

容
お
よ
び
回
数
は
当
初
計
画
ど
お
り
実
施
し
た
。

②
第

回
深
田
祭
（
深
田
久
弥
を
忍
ぶ
碑
前
祭
と
茅
ヶ
岳
記
念
登
山
。

39
4
月

日
。
主
催
は
山
梨
県
韮
崎
市
観
光
協
会
。
山
梨
支
部
は
例
年

19

式
典
に
参
加
。
支
部
独
自
に
茅
ケ
岳
記
念
登
山
を
実
施
）
韮
崎
市
が

開
催
を
中
止
し
た
。

③
第
3
回
田
部
祭
（
奥
秩
父
を
世
に
広
め
た
田
部
重
治
の
遺
徳
を
忍
ぶ

碑
前
祭
。
5
月

日
、
山
梨
県
山
梨
市
三
富
支
所
主
催
。
山
梨
支
部

17
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は
協
賛
・
協
力
支
援
。
山
梨
支
部
が
数
年
前
に
開
催
を
行
政
に
働
き

か
け
て
実
現
し
た
経
緯
あ
り
）
山
梨
市
が
開
催
を
中
止
。

④
第

回
木
暮
祭
（
田
部
重
治
と
と
も
に
奥
秩
父
を
開
拓
し
世
に
広
め

61
た
木
暮
理
太
郎
の
遺
徳
を
忍
ぶ
碑
前
祭
。

月

日
、
山
梨
県
北
杜

10

18

市
の
協
力
支
援
の
も
と
、
山
梨
支
部
が
主
管
）
碑
前
祭
の
み
実
施
し
、

懇
親
会
は
中
止
し
た
。

⑤
月
例
支
部
山
行
（
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
受
講
修
了
生
等
の
参
加

を
募
っ
た
山
行
）
上
半
期
は
4
月

日
茅
ヶ
岳
山
行
の
み
実
施
、
そ

19

の
ほ
か
の
計
画
は
中
止
。
初
め
て
計
画
し
た
家
族
登
山（
5
月

日
）

30

も
残
念
な
が
ら
中
止
し
た
。

下
半
期
は

月

日
（
五
里
山
、
木
暮
祭
記
念
山
行
）、

月

日

10

18

11

28

（
た
い
ら
山
）
は
実
施
し
、
1
月

日
（
鳥
谷
山
）
お
よ
び
3
月

日

17

21

（
浜
石
岳
）
の
計
画
は
三
密
回
避
に
不
安
が
あ
り
、
中
止
し
た
。

⑥
雪
山
入
門
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
習
山
行
（
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座

受
講
修
了
生
の
参
加
を
募
っ
た
講
習
山
行
）
1
月

日
（
入
笠
山
）、

30

2
月

日
（
北
横
岳
）
と
も
に
計
画
ど
お
り
実
施
。

20

⑦
「
甲
斐
山
岳
」
第

号
別
冊
『
甲
斐
百
山
』
の
販
売
促
進

山
梨
支

11

部
創
立

周
年
記
念
企
画
し
た
『
甲
斐
百
山
』
は
山
梨
支
部
が
対
象

70

と
す
る
山
を
選
定
、
実
査
、
記
述
、
編
集
を
し
た
も
の
で
、
2
0
1

9
年

月
に
4
0
0
冊
発
行
し
た
。
大
変
好
評
で
ま
た
た
く
間
に
在

12

庫
が
な
く
な
り
、
そ
の
後
2
回
の
増
刷
を
し
て
合
計
1
2
0
0
冊
発

行
。
支
部
員
へ
の
配
布
、
関
係
先
へ
寄
贈
し
た
ほ
か
、
山
梨
県
内
書

店
店
頭
販
売
を
し
て
完
売
と
な
っ
た
。

⑧
山
岳
古
道
調
査
委
員
会
の
立
上
げ

調
査
山
岳
古
道
（
案
）
の
選
定

2
0
2
0
年
4
月
開
催
の
支
部
総
会
で
「
山
岳
古
道
調
査
委
員
会
」

を
設
置
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
支
部
理
事
会
に
お
い
て
こ
の
委
員
会

の
構
成
、
運
営
方
法
な
ど
を
決
め
、
委
員
に
は
支
部
役
員
の
ほ
か
、

支
部
員
か
ら
も
公
募
し
、
第
1
回
委
員
会
を

月

日
に
開
催
し
、

11

25

以
後
原
則
毎
月
開
催
す
る
な
ど
支
部
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
む
体
制

が
整
っ
た
。
調
査
対
象
古
道
候
補
（
案
）
は
2
0
2
1
年
3
月
に
本

部
あ
て
に
報
告
。

⑵

共
益
目
的
事
業
の
状
況

①
会
員
山
行

中
止
。

②
支
部
広
報
活
動
の
積
極
推
進
（
機
関
誌
の
発
行
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

の
情
報
発
信
）。

ア

｢支
部
通
信
」
の
発
行
。
第
3
期
8
号
（
6
月

日
）
お
よ
び
第

25

3
期
9
号
（

月

日
）
を
計
画
ど
お
り
発
行
し
た
。

12

21

イ

｢甲
斐
山
岳
」
第

号
（
2
0
2
1
年
3
月

日
）
を
計
画
ど
お

12

31

り
発
行
。

ウ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
。
支
部
山
行
、
や
ま
な
し
登
山
基
礎
講

座
、
そ
の
他
の
イ
ベ
ン
ト
（
田
部
祭
、
木
暮
祭
、
深
田
祭
な
ど
）

に
つ
い
て
適
時
情
報
発
信
を
行
な
う
。

③
山
梨
県
山
岳
レ
イ
ン
ジ
ャ
ー
委
託
事
業
活
動
（「
山
梨
県
希
少
野
生
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動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
」
で
定
め
た
特
定
種
の
保
護
を
目

的
に
行
な
う
調
査
業
務
）。

前
年
の
台
風
で
林
道
崩
壊
に
よ
る
公
共
交
通
機
関
の
運
休
や
南
ア

ル
プ
ス
の
山
小
屋
（
テ
ン
ト
場
も
）
の
多
く
が
閉
鎖
で
原
則
1
泊
2

日
の
活
動
が
難
し
い
状
況
に
な
り
、
山
梨
県
と
の
協
議
の
末
6
〜
7

月
は
調
査
山
域
を
変
更
し
て
日
帰
り
2
日
（
回
）
に
分
け
て
の
活
動

に
な
っ
た
。

ア

北
岳
（
定
経
路
外
の
探
索
）
は
、
北
岳
（
6
月

日
バ
ッ
ト
レ

27

ス
沢
ま
で
）
と
櫛
形
山
（
6
月

日
）
に
分
け
て
実
施
し
た
。

29

イ

甲
斐
駒
ヶ
岳
（
探
索
）
は
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
（
7
月

日
七
丈
小

15

屋
直
下
梯
子
ま
で
）
と
日
向
山
（
7
月

日
）
に
分
け
て
実
施
。

17

ウ

鳳
凰
三
山
（
定
経
路
）
は
山
小
屋
の
営
業
開
始
に
伴
い
8
月
8

〜
9
日
に
予
定
通
り
実
施
。

④
第

回
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
交
流
会
へ
の
参
加

毎
年
ブ
ロ
ッ
ク
支
部

10
（
越
後
、
信
濃
、
静
岡
、
山
梨
）
が
持
ち
回
り
（
今
年
度
は
信
濃
支
部

担
当
）
で
開
催
す
る
会
員
相
互
の
情
報
交
換
、
懇
親
を
図
る
目
的
の

交
流
会
は
中
止
（
延
期
）
に
な
っ
た
。

⑤
会
員
増
へ
の
取
り
組
み

や
ま
な
し
登
山
基
礎
講
座
受
講
生
・
受
講

修
了
生
や
支
部
員
の
友
人
・
知
人
へ
の
勧
誘
な
ど
会
員
増
を
図
っ
た

（
新
規
加
入
者
は
正
会
員
2
名
、
準
会
員
3
名
）。
ま
た
、
準
会
員
の

正
会
員
へ
の
移
行
を
適
時
勧
奨
し
た
（
正
会
員
移
行
1
名
）。

⑶

そ
の
他

恒
例
の
定
時
総
会
後
開
催
の
懇
親
会
、
お
よ
び
1
月
開
催
の
新
年
会

は
中
止
し
た
。

2
0
2
1
年
度
に
つ
い
て

複
数
の
コ
ロ
ナ
の
変
異
種
が
日
本
国
内
で
も
猛
威
を
振
る
い
つ
つ
あ

り
、
収
ま
る
気
配
な
く
先
が
見
通
せ
ぬ
状
況
が
続
い
て
い
る
。
ワ
ク
チ
ン

接
種
が
行
き
渡
り
、そ
の
効
果
な
ど
が
出
て
コ
ロ
ナ
禍
前
の
状
況
の
下
で
、

今
年
度
諸
計
画
が
滞
り
な
く
適
切
に
推
進
実
施
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き

た
い
。

(北
原
孝
浩
)

■

信

濃

支

部

令
和
2
年
1
月
か
ら
始
ま
っ
た
原
因
不
明
の
呼
吸
器
感
染
症
は
、
そ
の

後
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因
と
分
か
り
、
3
月

日
に
世
界
保
健
機

11

構
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
（
世
界
流
行
）
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に

合
わ
せ
、
政
府
は
4
月

日
全
国
に
「
緊
急
事
態
宣
言
」
を
発
令
し
国
民

16

の
移
動
が
制
限
さ
れ
た
。
山
岳
ス
ポ
ー
ツ
4
団
体
（
日
本
山
岳
・
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会
、
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
、
日
本
山
岳
会
、
日
本

山
岳
ガ
イ
ド
協
会
）
は
、
事
態
の
収
束
を
見
る
ま
で
山
岳
ス
ポ
ー
ツ
行
為

を
厳
に
自
粛
す
る
よ
う
要
請
し
、
こ
れ
に
合
わ
せ
北
ア
南
部
の
山
小
屋
25

軒
で
つ
く
る
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
友
交
会
は
7
月

日
ま
で
営
業
開
始
を

15

見
送
り
、
一
部
に
は
年
間
を
通
じ
て
営
業
し
な
い
山
小
屋
も
あ
っ
た
。
5
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月
ご
ろ
に
は
い
っ
た
ん
終
息
さ
れ
る
か
に
見
え
た
が
、
そ
の
後
再
拡
大
し

治
ま
る
兆
し
が
な
く
、
日
本
山
岳
会
信
濃
支
部
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
振
り
回
さ
れ
活
動
が
ほ
ぼ
ス
ト
ッ
プ
し
た
1
年
だ
っ
た
。

信
濃
支
部
に
お
い
て
は
、
4
月

日
の
支
部
通
常
総
会
の
出
席
者
を
絞

19

り
、
会
場
を
ホ
テ
ル
か
ら
松
本
市
城
山
公
園
に
移
し
オ
ー
プ
ン
で
開
催
し

た
。
総
会
で
は
今
年
度
の
事
業
計
画
を
審
議
し
た
が
、
支
部
参
考
に
つ
い

て
は
当
分
の
間
見
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
に
つ

74

い
て
実
施
方
法
を
協
議
し
た
結
果
、
日
本
山
岳
会
が
主
催
し
信
濃
支
部
が

主
管
す
る
最
大
の
行
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
役
員
を
中
心
に
6
月
7
日
㈰

に
上
高
地
ウ
ェ
ス
ト
ン
広
場
で
恒
例
の
時
間
に
碑
前
祭
の
み
縮
小
し
て
開

催
す
る
こ
と
と
し
た
。
信
濃
支
部
が
幹
事
と
な
り
今
年
度
開
催
予
定
だ
っ

た
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
4
支
部
交
流
会
も
、
延
期
の
末
中
止
し
、
次
年
度
に
繰

り
越
す
こ
と
と
し
た
。

日
本
山
岳
会
創
立
1
2
0
年
記
念
事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
て
い
る
「
山

岳
古
道
調
査
」
に
つ
い
て
、
信
濃
支
部
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上

げ
、
徳
本
峠
を
含
む
長
野
県
内
5
件
の
古
道
を
候
補
と
し
て
選
び
本
部
に

推
薦
し
た
。

信
濃
支
部
長
が
役
員
を
務
め
る
「
第
9
回
岳
都
・
松
本
山
岳
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
は
、
テ
ー
マ
を
「
コ
ロ
ナ
禍
と
山
の
未
来
を
考
え
る
」
と
し
て
会
期

を
1
日
に
短
縮
し
て
松
本
市
内
で
3
月

日
に
開
催
さ
れ
た
。
パ
ネ
リ
ス

21

ト
と
し
て
穂
苅
大
輔
会
員
（
槍
ヶ
岳
山
荘
社
長
・
信
濃
支
部
）
が
参
加
し

た
。
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
山
小
屋
友
交
会
・
山
田
直
会
長
（
横
尾
山
荘
・
信

濃
支
部
会
員
）
は
、
昨
年
、
友
交
会
の
ほ
と
ん
ど
の
山
小
屋
が
赤
字
経
営

と
な
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
山
小
屋
が
担
っ
て
い
る
登
山
道
整
備
な
ど
大
切

な
役
割
が
果
た
せ
な
く
な
る
と
し
て
、
宿
泊
の
予
約
制
や
宿
泊
料
金
値
上

げ
の
実
情
を
訴
え
た
。

《
支
部
行
事
》

4
月

日

上
高
地
山
岳
研
究
所
開
所

上
高
地
。

18

4
月

日

令
和
2
年
度
信
濃
支
部
通
常
総
会

松
本
市
城
山
公
園
。

19

4
月

日

上
高
地
開
山
祭
（
中
止
）。

27

5
月

明
神
島
々
登
山
道
整
備
（
中
止
）。

5
月

・

日

第
9
回
全
国
支
部
懇
談
会
（
宮
崎
支
部
・
中
止
）。

23

24

6
月
6
日

第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
徳
本
峠
記
念
山
行
（
中
止
）。

74

6
月
7
日

第

回
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
碑
前
祭
（
縮
小
開
催
）
上
高
地

出

74

席
者

名
。

13

7
月

信
濃
支
部
自
然
観
察
教
室
（
中
止
）。

9
月

日

全
国
支
部
合
同
会
議
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
て
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）。

26
月

・

日

第

回
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
4
支
部
交
流
会
（
中
止
）。

10

17

18

10

月
7
日

上
高
地
産
学
研
究
所
閉
所

上
高
地
。

11
月
5
日

日
本
山
岳
会
年
次
晩
餐
会
・
支
部
代
表
者
会
議
（
中
止
）。

121
月

日

信
濃
支
部
新
年
会
・
役
員
会
（
中
止
）。

19

3
月

日

岳
都
松
本
・
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
縮
小
開
催
）
松
本
市
。

14

3
月

日

信
濃
支
部
監
査
会

安
曇
野
市
内
。

20

《
支
部
山
行
》
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支
部
山
行
は
、
海
外
遠
征
（
台
湾
・
玉
山
）
を
含
み

回
計
画
さ
れ
た

13

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
ほ
と
ん
ど
が
中
止
と
な
り
、

5
月

日
の
岩
殿
山
（
山
梨
県
大
月
市
。
参
加
者
2
名
）
の
み
実
施
さ
れ

23

た
。

《
加
盟
団
体
》

長
野
県
山
岳
協
会
、
岳
都
松
本
・
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
信
州
ゆ
た
か
な

環
境
づ
く
り
県
民
会
議
、
松
本
市
海
外
都
市
交
流
委
員
会
。(古

幡
開
太
郎
)

■

岐

阜

支

部

コ
ロ
ナ
禍
で
大
き
な
混
乱
を
招
い
た
令
和
2
年
度
だ
が
、
岐
阜
支
部
で

は
可
能
な
限
り
の
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
。
第
1
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言

下
で
は
慎
重
な
行
動
を
と
り
、
す
べ
て
の
行
動
を
中
止
し
た
が
、
5
月
よ

り
活
動
を
再
開
し
て
い
る
。

会
員
は
、「
自
粛
す
る
よ
り
は
前
向
き
に
動
い
た
方
が
良
い
」
と
い
う
意

見
が
多
か
っ
た
た
め
、
政
府
指
針
の
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
可
能
な
限
り

の
活
動
を
行
な
う
判
断
を
と
っ
た
。

岐
阜
支
部
で
は
山
岳
4
団
体
や
医
療
機
関
か
ら
の
コ
ロ
ナ
対
策
指
針
に

基
き
、
計
画
書
内
に
対
策
方
針
を
記
載
し
、
山
行
に
参
加
す
る
会
員
に
注

意
を
呼
び
掛
け
た
。
山
行
実
施
日
と
前
後
の
体
調
チ
ェ
ッ
ク
・
移
動
の
車

中
で
の
換
気
・
登
山
開
始
後

分
休
憩
で
の
体
調
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
徹
底

30

し
、
各
警
察
署
に
登
山
届
け
を
提
出
す
る
際
に
は
我
々
の
方
針
を
説
明
し

た
。難

し
い
判
断
を
強
い
ら
れ
た
が
、
感
染
対
策
を
徹
底
し
た
こ
と
で
、
会

員
の
コ
ロ
ナ
感
染
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
最
新
の
注
意
を
払
い
な
が

ら
、
ワ
ク
チ
ン
の
摂
取
の
進
捗
も
見
な
が
ら
、
本
年
度
は
会
の
活
動
を
拡

大
し
て
い
く
予
定
だ
。

◎
令
和
2
年
度

行
事

＊
森
林
作
り
委
員
会

4
／
4

小
屋
開
き
な
ど

3
名
。
4
／

倒
木
の
切
断
整
理
、登

18

山
道
の
修
復
な
ど
4
名
。
5
／
9

権
現
山
頂
上
手
前
の
、
登
山
道
修

復
な
ど
3
名
。
5
／
9

権
現
山
頂
上
手
前
の
登
山
道
修
復
な
ど
3

名
。
5
／

ヒ
ノ
キ
の
枝
切
り
な
ど
3
名
。
6
／

ヒ
ノ
キ
切
り

23

13

枝
整
理
、
下
草
刈
な
ど
。

／

ヒ
ノ
キ
切
り
枝
整
理
、
下
草
刈
な

6

27

ど
。
9
／

拡
張
伐
採
作
業
・
防
獣
ネ
ッ
ト
修
復
な
ど
。
9
／

12

26

植
拡
張
伐
採
作
業
な
ど
。

／

植
栽
地
の
下
草
刈
り
な
ど
。

／

10

10

10

植
栽
地
中
腹
か
ら
杣
道
へ
の
拡
張
伐
採
作
業
な
ど
。

／
7

小

24

11

屋
じ
ま
い
な
ど
芋
煮
会
。

＊
写
真
展
委
員
会

2
／

写
真
展
開
始

ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ク
エ
ア
Ｇ
。
3
／
4

写
真

18

展
終
了

ハ
ー
ト
フ
ル
ス
ク
エ
ア
Ｇ
。

＊
今
西
錦
司
行
事
委
員
会

3
／
7

今
西
錦
司
記
念
山
行
：
高
畑
山

高
木
。

支部の活動報告
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＊
自
然
保
護
委
員
会

6
／

清
掃
登
山

山
本

中
止
。
6
／

自
然
観
察
会（
藤
田
）

14

21

中
止
。
2
／

自
然
観
察
会

渥
美
半
島

西
條
・
渡
部

中
止
。

14

＊
海
外
山
行
委
員
会

6
／

-

ポ
ー
ラ
ン
ド
最
高
峰
リ
シ
ィ
山

竹
中

中
止
。

22
29

＊
例
会
山
行

4
／

御
在
所
岳

今
峰

中
止
。
5
／

多
田
ヶ
岳

後
藤

26

17

中
止
。
5
／

山
城
シ
リ
ー
ズ

藤
井

中
止
。
6
／
7

経
ヶ
峰

24

馬
渕

中
止
。
7
／
5

福
地
山

東
明
。
8
／
9

家
族
登
山
：
高

賀
山

古
田
。
9
／
6

南
木
曽
岳

東
明
（
県
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
：

小
津
権
現
山
よ
り
変
更
）。

／

-

陀
羅
仏
小
屋
：
キ
ノ
コ
山
行

10

10
11

村
松
。

／
8

山
城
シ
リ
ー
ズ

藤
井
。

／
6

仙
ヶ
岳

苅

11

12

谷
。
1
／

南
宮
山

竹
中
美

中
止
。
3
／
7

今
西
錦
司
記
念

24

山
行
：
高
畑
山

高
木
。

＊
国
内
山
行
委
員
会
〈
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
〉

5
／

青
波

堀

中
止
。
7
／

-
日

山
研
合
宿

山
田

10

11
12

中
止
。
8
／
2

沢
登
り
乗
鞍
長
倉
谷

木
下
・
矢
口

中
止
。
9
／

上
河
和

堀
。

／
3
-4

燕
岳
〜
餓
鬼
岳

窪
田
。

／

20

10

10

25

黒
壁

山
本
。

／

花
房
山
〜
小
津
権
現
山

竹
中
美
。
2
／
7

11

15

霊
仙
山

東
明

中
止
。
3
／

小
白
山

神
山

中
止
。

14

＊
国
内
山
行
委
員
会
〈
研
修
・
清
掃
〉

4
／

地
図
ナ
ビ

山
田

中
止
。
6
／

清
掃
登
山

山
本

12

14

中
止
。
6
／

自
然
観
察
会

藤
田

中
止
。
7
／

地
図
ナ
ビ

21

12

山
田

中
止
。

／

清
掃
登
山

山
本
。
2
／

自
然
観
察
会

12

13

14

渥
美
半
島

西
條
・
渡
部

中
止
。

＊
総
務
委
員
会

4
／

-

総
会
＆
懇
親
山
行
（
国
民
宿
舎
湯
の
山
ロ
ッ
ジ
）
中

25
26

止
。

／

山
岳
講
演
会
。

／

山
岳
講
演
会
。

10

24

2

13

＊
企
画
広
報
委
員
会

5
／

-

全
国
支
部
懇
談
会
（
宮
崎
）
中
止
。
1
／

新
春
懇
談

16
17

16

会
。

＊
岐
阜
県
山
岳
連
盟
（
主
だ
っ
た
行
事
の
み
）

6
／

岐
阜
県
山
岳
連
盟
理
事
会
。
9
／
5
-6

県
民
ス
ポ
ー
ツ

14

大
会

中
止
。

＊
岐
阜
市
山
岳
協
会
行
事

／
1

市
民
登
山
。

11
＊
会
員
増
強
〈
会
員
増
強
ア
ク
シ
ョ
ン
〉

4
／
5

宣
伝
山
行

岐
阜
周
辺
の
山

中
止
。
7
／
4

宣
伝
山
行

岐
阜
周
辺
の
山
。
9
／

宣
伝
山
行

岐
阜
周
辺
の
山
。

／

27

12

27

宣
伝
山
行

岐
阜
周
辺
の
山

＊
会
員
増
強
〈
百
名
山
〉

4
／

-

丹
沢
山

塩
入

中
止
。
5
／

-

越
後
駒
ヶ
岳

18
19

23
24

東
明

中
止
。
6
／

白
山

東
明

6
名
。
7
／

-

笠
ヶ

21

23
26

岳

東
明
。
8
／

-

槍
ヶ
岳
・
穂
高
岳

東
明
。
9
／

-

13
16

19
22
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薬
師
岳

雲
ノ
平

梅
田
。

／

-

火
打
・
妙
高

東
明
。

10

17
18

11

／

-

大
山

梅
田
。

／

-

蓼
科
山

東
明

中
止
。
1

21
23

12

19
20

／

車
山

東
明

中
止
。
2
／

-

蔵
王

矢
口

中
止
。

17

20
21

3
／

-

恵
那
山
前
宮
ル
ー
ト

東
明
。

27
28

＊
事
務
局

4
／

例
会
＆
総
会

中
止
。
5
／

例
会

中
止
。
6
／

25

14

11

例
会
。
7
／
9

例
会
。
8
／
6

例
会
。
9
／

例
会
。

／
8

10

10

例
会
。

／

。
例
会
。

／

例
会
＆
忘
年
会
。
1
／

新
春

11

12

12

11

16

懇
談
会
中
止
。
1
／

例
会
。
2
／

例
会
。
3
／

例
会
。

21

18

11(東
明
裕
)

■

静

岡

支

部

静
岡
支
部
は
2
0
2
0
年
2
月

日
「
支
部
創
立

周
年
」
を
迎
え
る

26

70

に
当
た
り
、
約
2
年
前
よ
り
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
記
念
行
事
の
計

画
・
準
備
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
ほ
か
の
事
業
も
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対

策
を
充
分
に
し
て
推
進
を
図
っ
た
。

《
公
益
事
業
委
員
会
》

5
月

日
㈯
、
6
月
6
日
㈯
、
9
月

日
㈯

森
づ
く
り
事
業
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ

30

12

静
岡
山
の
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
」
主
宰
藁
科
川
上
流
、「
尾
崎
林
業
地
、
下

草
刈
り
」
会
員
延
べ

名
参
加
。

19

8
月

日
㈪

山
の
日
記
念
親
子
登
山
「
高
山
市
民
の
森
・
牛
ヶ
峰
7
1

10

4
ｍ
」
親
子

組

名
、
会
員
9
名
参
加
。

5

11

月

日
㈰

静
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
登
山
「
山
伏
」「
八
紘

10

18

嶺
」
1
名
参
加
。

月

日
㈯
、
月
7
日
㈯
、
月

日
㈯

浜
松
市
積
志
協
働
セ
ン
タ
ー

10

24

11

11

21

依
頼
「
初
心
者
登
山
教
室
」
開
催
‐
机
上
講
習
、
各
回
受
講
生

名
、
会

21

員
延
べ

名
参
加

講
師
は
会
員
で
行
な
っ
た
。

20

月

日
㈯

実
技
・
湖
西
連
峰
「
神
石
山
3
2
5
ｍ
」
受
講
生

名
、

11

28

11

会
員

名
参
加
。

11
月

日
㈰

ハ
イ
キ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
「
愛
鷹
山
」
山
田
明
氏
同
行
、
セ

10

25

ミ
ナ
ー
生

名
、
会
員

名
参
加
。

13

11

月
3
日
㈫
〜
8
日
㈰

県
山
岳
4
団
体「
第
3
回
南
ア
ル
プ
ス
写
真
展
」

11来
場
者
延
べ
7
0
2
名
。

月
6
日
㈮

森
林
組
合
お
お
い
が
わ
・
職
員
研
修
（

名
）「
山
の
安
全

11

70

な
歩
き
方
」
講
師
・
山
本
良
三
。

3
月

日
㈰
9
名
、

日
㈬
5
名
、
4
月
1
日
㈭

5
名

森
づ
く
り
事

14

31

業「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
静
岡
山
の
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
」主
宰（
静
岡
流
通
セ
ン
タ
ー

所
有
地
・
植
樹
・
整
備
）。

《
山
行
委
員
会
》

6
月
3
日
㈬

平
日
会
員
山
行
「
高
ド
ッ
キ
ョ
ー
」
8
名
参
加
。

9
月

日
㈯
〜

日
㈪

会
員
山
行
「
南
ア
ル
プ
ス
・
白
峰
南
嶺
」
4
名

19

20

参
加
。

月

日
㈯
〜

日
㈰

懇
親
山
行
「
十
枚
山
・
直
登
コ
ー
ス
」
名
（
会

11

14

15

16
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員
外
2
名
）
参
加
。

月

日
㈬
〜

日
㈭

平
日
会
員
山
行
「
伊
豆
・
猫
越
岳
」

名
参
加
。

12

16

17

13

2
月
6
日
㈯
〜
7
日
㈰

会
員
山
行
「
雪
山
と
ス
キ
ー
」
四
阿
山
・
根
子

岳

名
参
加
。

12

《
文
珠
山
荘
運
営
委
員
会
》

4
月

日
㈯
〜

日
㈰

｢山
菜
天
ぷ
ら
を
食
す
会
」
6
名
参
加
。

11

12

6
月

日
㈯
〜

日
㈰

｢ヒ
メ
蛍
鑑
賞
会
」
8
名
参
加
。

13

14

9
月
5
日
㈯
〜
6
日
㈰

｢納
涼
祭
」

名
参
加
。

13

月

日
㈯
〜

月
1
日
㈰

｢ハ
ロ
ウ
ィ
ン
」
9
名
参
加
。

10

30

11

月

日
㈯
〜

日
㈰

｢忘
年
会
」

名
参
加
。

12

12

13

12

3
月
6
日
㈯
〜
7
日
㈰

山
荘
を
ベ
ー
ス
に
山
に
登
る
会
「
下
十
枚
山
」。

名
、
一
般
3
名
（
山
行
の
み
2
名
）
参
加
。

12《
会
報
編
集
出
版
委
員
会
》

4
月

｢支
部
創
立

周
年
記
念
誌
」
発
行
、（
1
2
3
ペ
ー
ジ
、
一
部
カ

70

ラ
ー
）。

6
月

支
部
会
報
「
不
盡
」

号
発
行
、（

周
年
記
念

ペ
ー
ジ
、
フ
ル

87

70

20

カ
ラ
ー
）。

月

支
部
会
報
「
不
盡
」

号
発
行
、（

周
年
記
念

ペ
ー
ジ
、
フ
ル

12

88

70

20

カ
ラ
ー
）。

《
会
計
・
集
会
委
員
会
》

8
月

日
㈬

納
涼
懇
親
会
（
会
員
の
親
睦
を
図
る
）
会
場
・
静
岡
駅
南

12

口
「
鶏
采
」

名
参
加
。

16

《
事
務
局
》

4
月
8
日
㈬

支
部
通
常
総
会

静
岡
労
政
会
館

月
6
日
㈰

支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
・
講
演
会
「
江
崎
ビ
ル
、
9

12

70

Ｆ
江
崎
ホ
ー
ル
」
演
題
「
山
の
文
化
と
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
軌
跡
」
講
師
・

山
本
良
三

聴
講
者
（
一
般
含
め
）

名

祝
賀
会
・「
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ヒ

52

ル
ズ
静
岡
」
来
賓
6
名
含
め
、

名
。

35

★
支
部
創
立

周
年
記
念
・
支
部
旗
制
作
2
旗

8
月
に
中
サ
イ
ズ
（
7

70

2
8
㎜
×
1
0
3
0
㎜
・
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
製
）、
2
月
に
大
サ
イ
ズ
（
1
4

5
6
㎜
×
1
0
3
0
㎜
・
合
成
布
製
）。

《
定
例
会
》（
原
則
・
第
2
水
曜
日
、
労
政
会
館
）

7
月
8
日
「
労
政
会
館
」

名
、
9
月
9
日
「
あ
ざ
れ
あ
」

名
、

月

18

17

10

日
「
あ
ざ
れ
あ
」

名
、

月

日
「
あ
ざ
れ
あ
」

名
、

月
9
日

14

16

11

11

16

12

「
あ
ざ
れ
あ
」

名
、
1
月

日
「
あ
ざ
れ
あ
」

名
、
3
月

日
「
あ
ざ

13

13

15

10

れ
あ
」

名
。

15

《
役
員
会
》（
原
則
・
第
4
水
曜
日
、
チ
ロ
ル
）

7
月

日
、
8
月

日
、
9
月

日
、

月

日
、

月

日
、、
1
月

29

26

23

10

28

11

25

27

日
、
2
月

日
「
番
町
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
」、
2
月

日
、
3
月

日
。

10

24

24

★
延
期
、
変
更
、
中
止
と
な
っ
た
事
業

4
月

日
㈰

支
部
創
立

周
年
記
念
、
集
中
登
山
「
竜
爪
山
」
中
止
。

26

70

5
月
1
日
㈮
〜
6
日
㈬

支
部
創
立

周
年
記
念
、
海
外
登
山
「
玉
山
」

70

中
止
。

6
月
7
日
㈰

ハ
イ
キ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
「
大
丸
山
・
金
丸
山
」
中
止
。
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6
月

日
㈰

文
珠
山
荘
「
天
気
と
天
気
図
・
三
角
点
に
つ
い
て
」
延
期
、

28

中
止
。

7
月

日
㈮
〜

日
㈰

会
員
山
行
「
横
窪
沢
小
屋
を
訪
ね
る
」
変
更
。

17

19

7
月

日
㈭
〜

日
㈰

会
員
山
行
「
横
窪
沢
小
屋
を
訪
ね
る
」
南
ア
ル

23

26

プ
ス
南
部
縦
走
、
中
止
。

月
3
日
㈯
〜
4
日
㈰

第

回
全
国
支
部
懇
談
会
・
宮
崎
支
部

変
更
、

10

36

中
止
。

月

日
㈯
〜
1
8
日
㈰

中
部
4
支
部
交
流
会
・
信
濃
支
部

変
更
、

10

17

中
止
。

1
月

日
㈰

支
部
新
年
会

中
止
。

10

2
月

日
㈰

ハ
イ
キ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
「
高
鉢
山
・
西
臼
塚
」
中
止
。

14

定
例
会
―
5
月

日
、
6
月

日
、
2
月

日

中
止
。

13

10

10

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
で
延
期
や
中
止
と
な
っ
た
事
業
が
あ
っ
た

が
、「
支
部
創
立

周
年
記
念
式
典
、
講
演
会
、
祝
賀
会
」
は
延
期
し
て
開

70

催
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
。
今
年
度
、
新
た
に
Ｎ
Ｐ

Ｏ
「
静
岡
山
の
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー
」
主
宰
の
森
づ
く
り
に
参
加
す
る
こ

と
に
な
り
事
業
推
進
を
計
っ
た
。
今
後
も
継
続
し
て
い
く
。

浜
松
市
積
志
協
働
セ
ン
タ
ー
よ
り
「
初
心
者
登
山
教
室
」
の
依
頼
が
あ

り
開
催
し
た
。
講
師
は
会
員
で
行
な
っ
た
。

2
0
2
1
年
度
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
が
心
配
さ
れ
る
が
、

充
分
な
対
策
を
し
て
事
業
推
進
を
図
っ
て
い
く
。

(木
村
勝
利
)

■

東

海

支

部

2
0
2
0
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
山
小
屋
の
休
業
な
ど
、
取
り
巻

く
環
境
の
規
制
が
あ
り
、
思
う
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、

山
行
計
画
も
予
定
ど
お
り
実
施
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、

名
の
方
が
入

28

会
し
、

名
の
退
会
で
あ
っ
た
た
め
、

名
を
増
員
す
る
こ
と
が
で
き
、

17

11

3
月
末
現
在
の
支
部
員
数
は
3
5
3
名
と
な
っ
た
。
高
齢
化
に
よ
る
退
会

が
あ
っ
た
が
、
5
年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
登
山
学
校
、
あ
る
い
は
、

冬
山
フ
ェ
ス
タ
な
ど
の
積
極
的
な
勧
誘
な
ど
が
効
を
奏
す
結
果
と
な
っ

た
。
と
も
に
若
い
方
の
入
会
も
目
立
っ
た
年
で
あ
っ
た
。

《
会
議
》

＊
支
部
通
常
総
会
5
月

日
㈰
開
催
。
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
書
面
開
催
と

16

し
た
。
本
年
度
は
評
議
員
1
名
が
退
任
、
副
支
部
長
の
交
代
と
し
て
、

服
田
康
弘
氏
が
新
任
副
支
部
長
と
な
っ
た
。

＊
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
の
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

22

審
議
）。
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《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
山
行
委
員
会

定
例
山
行（
計
画

、実
施

参
加
者
累
計
1
4
8
名
）。

62

29

＊
青
年
部
（
随
時
行
っ
た
個
人
山
行
に
加
え
、
春
、
夏
、
冬
期
の
合
宿
の

他
、
親
子
登
山
、
き
の
こ
山
行
な
ど
を
実
施
し
た
。

＊
支
部
友
会
定
例
山
行（
計
画

、実
施

回
、参
加
者
累
計
1
0
8
名
）。

51

20

＊
東
海
ユ
ー
ス

原
則
入
会
時

歳
以
下
の
男
女
で
向
上
心
の
あ
る
登
山

45

初
心
者

名
が
毎
月
1
〜
2
回
の
定
例
山
行
に
加
え
、
安
全
登
山
の
た

15

め
の
勉
強
会
な
ど
も
実
施
し
て
い
る
。

＊
亀
の
会

月
1
回
の
定
例
山
行
は
1
回
の
み
開
催
（
参
加
者
人
）。
加

え
自
主
山
行
を
5
回
実
施
（

人
参
加
）。「
歩
こ
う
会
」

は
2
回
実

65

17

施（
延
べ

名
参
加
）。

山
ラ
リ
ー
山
行
を
5
回
実
施
し
、
名
参
加
。

30

60

46

会
員
数

名
。

48

＊
登
山
学
校
第
4
期
―
7
月
開
校
。
未
組
織
登
山
者
へ
の
安
全
登
山
の
啓

発
、
支
部
の
人
材
の
確
保
と
育
成
、
支
部
活
動
の
活
性
化
を
目
的
と
し

て
運
営
。
経
験
お
よ
び
技
量
に
合
わ
せ
、
初
級
、
中
級
お
よ
び
上
級
の

3
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
1
年
間
の
実
践
・
学
習
を
通
し
て
技
術
の

習
得
を
目
指
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
令
和
2
年
度
は
山

行
、
座
学
と
も
規
模
縮
小
。
生
徒
数
：
初
級

名
、
中
級

名
、
上
級

16

12

7
名
、
指
導
員

名
で
対
応
。
毎
月
1
回
の
山
行
と
年
間
6
回
の
座
学

23

を
実
施
。
令
和
2
年
度
か
ら
下
部
組
織
と
し
て
「
同
窓
会
」
を
設
立
。

学
校
卒
業
生
の
支
部
で
の
活
動
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。

＊
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

①
視
聴
覚
障
が
い
者
懇
親
登
山
を

月
3
日
、
雨
生
山
に
て
実
施
、
参

10

加

名
（
内

名
が
支
部
員
ほ
か
の
支
援
者
）。

16

13

第
2
回
を

月
5
日
京
ケ
峰
に
て
実
施
、
参
加
者

名
（
内
支
部
員

12

11

他
支
援
者
8
名
）。

②
視
覚
障
が
い
者
支
援
登
山

中
止
。

③
親
子
ふ
れ
あ
い
登
山

中
止
。

④
知
的
障
碍
者
支
援
登
山
（
Ｓ
Ｏ
Ｎ
愛
知
と
協
働
）
中
止
。

⑤
タ
ン
ポ
ポ
登
山
（
少
年
補
導
委
託
登
山
）
―
家
庭
裁
判
所
と
の
協
働

事
業

中
止
。

＊
森
づ
く
り
活
動

①
愛
知
県
有
林
「
や
ま
じ
の
森
」
に
お
け
る
保
健
保
安
林
・
土
砂
流
出

防
護
保
安
林
の
整
備
に
加
え
、
遊
歩
道
の
維
持
・
水
土
保
全
・
生
物

多
様
性
な
ど
の
環
境
機
能
の
向
上
を
目
指
し
た
諸
作
業
。

②
東
大
演
習
林
で
の
間
伐
作
業
。

③
Ｊ
Ａ
Ｃ
所
有
の
山
桜
フ
ィ
ー
ル
ド
整
備
。

④
民
有
地
で
の
間
伐
作
業
。

⑤
自
然
観
察
会

随
時
。

＊
森
の
音
楽
祭

中
止
。

＊
「
第

回
東
海
岳
人
写
真
展
」
2
月
に
開
催
し
た
。

17

＊
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
）。
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《
事
故
防
止
事
業
》

＊
指
導
者
研
修
講
習
会

6
月
か
ら

月
に
か
け
て
6
回
実
施
。

11

＊
留
守
番
電
話
と
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル
に
よ
る
登
山
届
の
提
出
促
進（
通

年
）。

＊
安
全
登
山
啓
発
の
た
め
の
情
報
発
信
。

＊
遭
難
予
防
講
習
会
の
開
催
。

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊
第
7
回
夏
山
フ
ェ
ス
タ
は
中
止
と
な
り
、

月

日
冬
山
フ
フ
ェ
ス
タ

12

26

が
開
催
さ
れ
、
協
力
し
た
。

＊

周
年
記
念
行
事
―
東
海
支
部
は
2
0
2
1
年
に

周
年
を
迎
え
る
こ

60

60

と
か
ら
次
の

周
年
記
念
行
事
を
計
画
（
一
部
実
行
中
）

60

①
海
外
登
山
（
イ
ン
ド
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
カ
ン
チ
ュ
ン
ナ
ッ
プ
北
壁
）
計

画
中
。

②
海
外
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

未
定
。

③

山
ラ
リ
ー

実
施
中
。

60
④

周
年
記
念
出
版
（「
東
海
山
岳
」

周
年
記
念

号
、
東
海
支
部
報

60

60

12

合
本
版
）
編
纂
中
。

⑤

周
年
記
念
記
念
式
典
お
よ
び
懇
親
会
（
準
備
開
始
）
マ
カ
ル
ー
登

60頂
（
南
東
稜
初
登
攀
）

周
年
記
念
講
演
会
開
催
に
向
け
て
準
備
開

50

始
。

《
広
報
・
出
版
活
動
》

＊
｢支
部
報
」
の
発
行
（
4
月
、
7
月
、

月
、
1
月
の
4
回
）。

10

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た
支
部
活
動
の
情
報
発
信
（
通
年
）。

＊
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
：
月
1
回
の
ペ
ー
ス
で
支
部
員
・
支
部
友
会
員
・
東

海
ユ
ー
ス
・
猿
投
の
森
づ
く
り
の
会
の
希
望
者
に
支
部
活
動
及
び
講
演

会
な
ど
の
情
報
を
配
信
し
た
。

《
講
演
会
》

＊
7
月

気
象
予
報
士

小
田
切
正
氏

「
夏
山
の
気
象
の
基
本
」
と
題

し
て
開
催
。

《﹇
山
の
日
﹈
啓
発
活
動
》

＊
各
委
員
会
に
て
啓
発
チ
ラ
シ
の
配
布
。

(今
津
英
一
朗
)

■

京
都
・
滋
賀
支
部

2
0
2
0
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
禍
に
よ
り
、
多
く

の
例
会
な
ど
が
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
通
常
の
例
会
に
加
え
、
若

手
会
員
向
け
の
「
未
知
の
山
旅
」。
登
山
講
習
会
を
充
実
さ
せ
た
。
高
齢

化
す
る
会
員
が
参
加
し
や
す
い
「
平
日
例
会
山
行
」
や
、
緩
や
か
な
山
旅

の
「
山
歩
会
」、
さ
ら
に
緩
や
か
な
「
巨
木
探
訪
」
を
拡
充
さ
せ
た
。

物
故
、
退
会
、
希
望
退
会
な
ど
で
会
員
の
減
少
が
続
い
て
い
る
。
若
い

力
の
あ
る
会
員
の
獲
得
は
支
部
の
継
承
と
発
展
の
た
め
に
引
き
続
き
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

支
部
と
し
て
地
元
「
京
都
新
聞
社
」
の
『
丹
波
の
山
々
』
の
連
載
を
、
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2
0
1
9
年
1
月
か
ら
2
0
2
0
年
3
月
ま
で
実
施
。
引
き
続
き
『
京
都

の
山
々
』
と
し
て
2
0
2
0
年
4
月
か
ら
2
0
2
1
年
3
月
ま
で
月
1
回

連
載
し
て
い
る
。
執
筆
者
は
若
手
に
も
門
戸
を
広
げ
た
。

《
会
議
》

＊
第

回
通
常
総
会

4
月
4
日
㈯
を
書
面
議
決
に
て
開
催
（
支
部
会
員

35
1
3
7
名
中

名
で
書
面
議
決
し
た
）。
事
業
報
告
、
決
算
報
告
、
役
員

74

選
定
、
事
業
計
画
、
予
算
を
審
議
。
記
念
講
演
は
安
間
繁
樹
氏
（
2
0

1
9
年
秩
父
宮
山
岳
賞
受
賞
）
を
予
定
し
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
蔓
延
禍
で
中
止
と
な
っ
た
。
京
都
『
今
西
錦
司
賞
』
は
酒
井

敏
明
会
員
（
地
理
学
的
視
点
か
ら
山
岳
や
探
検
文
化
を
掘
り
起
こ
し
た

研
究
に
よ
る
功
績
）。

＊
支
部
役
員
会
毎
月
第
1
水
曜
日
（
祝
日
月
は
第
2
水
曜
日
）。
京
都
・
鴨

沂
会
館
も
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で

回
開
催
。
延
べ
2
2
2
名
出
席
。

12

各
例
会
山
行
報
告
、
各
委
員
会
報
告
、
各
部
会
報
告
。
各
課
題
は
審
議
。

《
山
行
》

＊
｢山
の
日
」
事
業
。
日
本
山
岳
会
京
都
・
滋
賀
支
部
と
京
都
新
聞
連
携
企

画
。

月

日
㈰
京
都
の
山
々
（
大
江
山
）
は
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
。

11

29

＊
｢定
例
山
行
」
5
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

26

7
月

日
㈮
〜

日
㈰

山
岳
展
望
と
巨
木

長
野
県
千
曲
方
面
。

24

26

月

日
㈯
〜

日
㈬

未
知
の
山
旅
（
越
後
・
会
津
方
面
）
御
神
楽

10

17

21

岳
・
二
王
子
岳
・
五
頭
山
・
松
平
山
。

月

日
㈯
〜

日
㈰

テ
ン
ト
泊
山
行

川
上
岳
。

10

24

25

月

日
㈪

武
奈
ヶ
岳
（
1
2
1
4
ｍ
）
の
日
。

12

14

2
月

日
㈯
〜

日
㈰

ス
キ
ー
例
会

藪
原
ス
キ
ー
場
。

13

14

＊
｢平
日
例
会
山
行
」
2
回
実
施
、
延
べ
7
名
参
加
。

月

日
㈭

平
日
例
会
山
行

蹴
上
〜
琵
琶
湖
疎
水
。

12

17

3
月

日
㈭

平
日
例
会
山
行

岩
門
沙
利
山
。

18

＊
｢山
歩
会
山
行
」
6
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

66

6
月

日
㈫

山
歩
会

笹
ヶ
岳
（
信
楽
）。

30

9
月

日
㈫

山
歩
会

小
谷
山
（
湖
北
）。

22
月

日
㈫

山
歩
会

黒
尾
山
（
周
山
）。

10

27
月

日
㈫

山
歩
会

阿
星
山
（
湖
南
）。

11

24
月
8
日
㈫

山
歩
会

鷹
峯
三
山
。

123
月

日
㈫

山
歩
会

鏡
山
。

23

＊
｢登
山
講
習
会
」
4
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

35

6
月
7
日
㈰

健
幸
登
山
教
室

皆
子
山
。

8
月
2
日
㈰

健
幸
登
山
教
室

明
王
谷
沢
登
り
。

月
2
日
㈰

健
幸
登
山
教
室

堂
満
岳
。

10
月

日
㈰

健
幸
登
山
教
室

綿
向
山
。

12

20

＊
｢巨
木
探
訪
会
」
8
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

41

5
月

日
㈬

巨
木
探
訪

京
都
府
美
山
方
面
。

27

6
月

日
㈬

巨
木
探
訪

福
井
県
若
狭
方
面
。

26

7
月

日
㈬

巨
木
探
訪

福
井
県
今
庄
・
広
野
方
面
。

29

8
月

日
㈬

巨
木
探
訪

兵
庫
県
青
垣
方
面
。

26
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9
月

日
㈬

巨
木
探
訪

滋
賀
県
米
原
・
長
浜
方
面
。

30
月

日
㈭

巨
木
探
訪

福
井
県
武
生
・
鯖
江
方
面
。

10

29
月

日
㈬

巨
木
探
訪

福
井
県
若
狭
方
面
。

11

25

3
月

日
㈬

巨
木
探
訪

三
重
県
亀
山
方
面
。

24

《
会
報
》

1
3
9
号

6
月

日
、
1
4
0
号

9
月

日
、
1
4
1
号

月

15

15

12

15

日
、
1
4
2
号

3
月

日
の
年
4
回
発
行
さ
れ
た
。

15

《
懇
親
会
》

1
月

日
㈬

支
部
新
年
会
を
南
禅
寺
「
順
正
」
に
て
開
催
予
定
だ
っ

13

た
が
新
型
コ
ロ
ナ
蔓
延
禍
で
中
止
し
た
。

《
他
支
部
懇
親
山
行
》

京
都
滋
賀
・
福
井
・
岐
阜
・
富
山
・
石
川
5
支
部
懇
親
山
行
。
広
島
・

京
都
滋
賀
交
流
山
行
。

京
都
滋
賀
・
福
井
・
岐
阜
・
富
山
・
石
川
5
支
部
ス
キ
ー
山
行
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
禍
で
中
止
と
な
っ
た
。

《
支
部
関
連
事
業
活
動
》

＊
京
都
「
陀
羅
佛
会
」、
長
野
県
大
町
市
で
陀
羅
佛
小
屋
と
い
う
山
小
屋
を

管
理
運
営
。

＊
滋
賀「
藤
尾
の
森
づ
く
り
の
会
」、滋
賀
県
大
津
市
の
県
有
林「
結
の
森
」

で
森
林
整
備
事
業
と
里
山
復
元
活
動
を
実
施
。

(伊
原
哲
士
)

■

関

西

支

部

新
型
コ
ロ
ナ
が
日
本
を
襲
い
、
異
例
の
1
年
だ
っ
た
。
3
〜
5
月
と
12

〜
2
月
の
山
行
や
行
事
の
多
く
、
た
と
え
ば
「
山
の
日
講
演
会
」
や
新
年

会
な
ど
を
中
止
し
、
ス
ケ
ッ
チ
展
は
次
年
度
に
延
期
し
た
。
そ
の
中
に

あ
っ
て
も
自
然
保
護
全
国
大
会
を
関
西
支
部
主
管
で

月
に
吉
野
で
開
催

10

し
、「
著
者
と
語
る
会
」
を

月
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

11

ま
た
、
登
山
文
化
研
究
会
は
日
本
山
岳
会
本
部
の
特
別
事
業
補
助
金
を

得
て
、
継
続
し
て
活
動
。
3
月
に
研
究
会
報
告
書
を
発
行
し
た
。
登
山
教

室
に
お
い
て
は
重
廣
恒
夫
会
員
に
続
く
指
導
者
を
育
て
る
た
め
の
指
導
者

養
成
講
座
を
実
施
、
継
続
し
て
い
る
。

さ
ら
に
会
員
の
動
向
と
考
え
の
傾
向
と
世
代
分
布
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
山
行
に
つ
い
て
は
ベ
テ
ラ
ン
と
新

人
の
交
流
を
図
る
た
め
に
夏
山
合
宿
、
岩
場
歩
き
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
新
た

に
始
め
、
沢
登
り
例
会
を
定
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

令
和
2
年
度
の
活
動
詳
細
は
以
下
の
と
お
り
。

＊
通
常
総
会

書
面
審
査
で
実
施
、

名
参
加
。

34

＊
評
議
員
会

中
止
。

＊
役
員
会

7
回
開
催
、
延
べ

名
参
加
。

81

《
山
行
》

＊
ゆ
る
や
か
山
行

4
回

延
べ

名
参
加
。

97

＊
し
っ
か
り
歩
こ
う

3
回

延
べ

名
参
加
。

20
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＊
月
例
会

5
回

延
べ

名
参
加
。

57

＊
六
甲
山
を
歩
く

1
回

6
名
参
加
。

＊
沢
登
り

4
回

延
べ

名
参
加
。

21

＊
岩
ト
レ

1
回

名
参
加
。

11

＊
夏
山
合
宿

9
名
参
加
。

＊
登
山
教
室
（
座
学
、
初
級
、
中
級
、
上
級
）
延
べ

名
参
加
。

82

《
安
全
》
登
山
医
学
講
習
会

7
名
（
リ
モ
ー
ト
2
名
含
む
）
参
加
。

《
自
然
保
護
》

＊
本
山
寺
山
の
森
林
づ
く
り
活
動

森
林
整
備
と
や
ま
み
ち
保
全
活
動
20

回

延
べ
2
0
4
名
参
加
。
会
報
「
あ
か
が
し
」
4
号
発
行
（
5
月
）。

＊
東
お
多
福
山
ス
ス
キ
草
原
保
全
・
再
生
活
動
で
刈
り
払
い
作
業
な
ど
2

回
、
延
べ
4
名
参
加
。

＊
自
然
保
護
全
国
集
会

月

〜

日
奈
良
県
吉
野
山
・
太
鼓
判
花
夢
花

10

24

25

夢
に
て
「
吉
野
に
学
ぶ
持
続
可
能
な
自
然
と
の
共
生
」

名
参
加
。

16

＊
そ
の
他

森
林
体
験
。

《
山
の
日
》

＊
山
の
日
講
演
会

中
止
。

＊
山
の
日
関
連
行
事
・
著
者
と
語
る
講
演
会

和
田
城
志
氏
「
剣
沢
大
滝

と
ナ
ン
ガ
・
パ
ル
パ
ッ
ト
」

名
参
加
。

36

《
そ
の
他
》

＊
ス
ケ
ッ
チ
同
好
会

2
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

25

＊
登
山
文
化
研
究
会

3
回
実
施
、
延
べ

名
参
加
。

17

3
月
に
報
告
書
発
刊

《
広
報
》

＊
支
部
報
1
8
0
〜
1
8
3
号
を
発
行
。

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
適
宜
更
新
。

(茂
木
完
治
)

■

山

陰

支

部

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
下
に
あ
っ
た
支
部
活
動
を
振
り
返
る
。
年
末
の
創
立

周
年
記
念
事
業
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
会
員
の
増
減
は
な
く
、

70
名
。
一
様
に
年
を
重
ね
た
。
若
手
会
員
の
加
入
は
は
か
ば
か
し
く
な

38い
。
例
会
出
席
も
同
じ
顔
ぶ
れ
と
な
っ
て
久
し
い
。
例
会
場
を
大
山
に
移

し
て
8
月
と

月
に
2
回
、
1
泊
ま
た
は
日
帰
り
の
集
会
の
も
と
に
実
行

10

し
て
い
る
が
活
動
は
楽
し
い
も
の
と
な
っ
た
。

記
録
の
重
要
な
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
図
書
、

資
料
も
管
理
が
今
後
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
大
切
さ
は
分
か
っ
て
い
る

が
場
所
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
。
だ
れ
か
の
奉
仕
が
な
け
れ
ば
厳
し
い
。

会
員
も
高
齢
化
し
、
貴
重
な
書
籍
を
一
括
管
理
で
き
れ
ば
寄
贈
し
た
い
。

人
も
い
て
、
今
後
の
管
理
を
委
ね
た
い
と
の
意
向
も
受
け
て
い
る
。
亡
く

な
っ
た
方
の
資
料
を
参
考
に
し
た
い
人
が
家
族
に
問
う
た
ら
、
持
ち
主
の

家
族
も
知
ら
な
い
人
が
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ん
で
い
っ
た
と
の
話
も
聞
い
た
。

今
後
早
々
に
解
決
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
貴
重
な
資
料
の
散
逸
を
防
ぎ
た
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い
。コ

ロ
ナ
禍
の
中
で
支
部
創
立

周
年
は
規
模
を
縮
小
し
、
来
賓
の
参
加

70

な
し
で
行
な
っ
た
。
関
連
記
念
事
業
は
未
決
の
も
の
も
あ
る
が
、
漸
次
実

行
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
（
記
念
誌
、『
雲
伯
百
山
』
発
刊
）。

大
山
概
念
図
の
充
実
へ
の
努
力
。
1
9
8
9
年
5
月
初
版
以
来
、
小
改

訂
を
行
な
い
、
2
0
2
0
年

月
第

版
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

12

10

新
し
い
発
見
の
追
加
な
ど
、
正
確
さ
を
追
及
で
き
た
。
案
内
と
し
て
利
用

者
の
信
頼
を
得
る
と
と
も
に
登
山
者
は
も
と
よ
り
警
察
や
救
助
に
も
利
用

さ
れ
、
遭
難
防
止
や
救
助
に
役
立
っ
て
い
る
。

【主
な
年
間
事
業
の
報
告
】

《
会
議
》

・
運
営
委
員
会
、支
部
活
動
一
般
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る

4
月

日
。

11

・
支
部
推
薦
山
岳
古
道
に
つ
い
て
、
伊
澤
宅

役
員
5
名

1
月
2
日
。

・
例
会
打
合
せ
会
、
白
根
宅

3
名

7
月

日
。

12

《
例
会
》

・
4
月
中
止

会
場
使
用
禁
止
と
な
っ
た
。
書
面
賛
否
に
よ
り
新
役
員
を

決
定
す
る
。

・
5
月

中
止

支
部
事
務
引
き
継
ぎ
、
5
月
4
日
、
白
根
宅
5
名
、
5

月

日
ナ
ム
チ
エ
バ
ザ
ー
ル

3
名
。

11

・
6
月

開
催

6
月

日
。

26

・
7
月

開
催

7
月

日
。

31

・
8
月

大
山
山
小
屋
に
て
開
催

宿
泊
者
は
遅
く
ま
で
活
発
な
話
題
に

興
ず
る
。
紅
葉
の
よ
う
に
見
え
る
ナ
ラ
枯
れ
も
話
題
。

・
9
月

開
催

9
月

日
。

25

・

月

開
催

大
山
山
小
屋
に
て

月

日
〜

日
。

10

10

23

24

・

月

開
催

月

日
。

11

11

27

・
1
月

中
止

1
月

日

コ
ロ
ナ
拡
散
の
た
め
。

28

・
2
月

開
催

2
月

日

山
岳
古
道

周
年
記
念
誌
報
告
。

26

70

・
3
月

開
催

3
月

日
。

26

《
交
流
、
自
然
保
護
》

・
大
山
山
開
き
祭

6
月
6
〜
7
日

3
名
参
加
。

・
大
山
山
岳
環
境
保
全
協
議
会

7
月

日
、
2
月

日
。

31

17

・
大
山
ナ
ラ
枯
れ
に
つ
い
て

講
演
会

於
大
山
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル

4

名
参
加

9
月
2
日
。

・
ブ
ナ
を
育
て
る
会

ナ
ラ
枯
れ
に
つ
い
て

9
月

日

勉
強
会
、

26

10

月
3
日

月

日

現
場
。

10

17

・
鳥
取
県
植
樹
祭

大
山
会
場

1
名
参
加

月

日
。

10

31

・
大
山
頂
上
避
難
小
屋
完
成
式
典

大
山
頂
上
に
て

1
名
参
加

月
11

5
日
。

・
日
本
山
岳
会
山
陰
支
部
晩
餐
会
お
よ
び

周
年
記
念
式
典

月

70

12

12

日
。

《
山
行
》

・
大
山
冬
山
パ
ト
ロ
ー
ル

1
月

日
―

日

1
名
。

13

14

・
仙
の
山

2
月
7
日

銀
山
を
訪
ね
た

2
月

日

銀
の
積
み
出
し

14
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港
を
訪
ね
た
。

・
大
山
冬
山
パ
ト
ロ
ー
ル

3
月
6
―
7
日

2
名
。

・
大
山
（
三
瓶
山
を
雨
天
の
た
め
変
更
）
7
月

〜

日
。

23

24

・
甲
川
支
流
の
滝
の
確
認

月

日

大
山
概
念
図
部
分
修
正
用
。

10

21

(白
根
一
)

■

広

島

支

部

令
和
2
年
度
は
、
前
年
度
3
月
の
ア
ル
パ
イ
ン
ク
ラ
ブ
ユ
ー
ス
の
個
人

山
行
で
大
山
北
壁
に
お
け
る
滑
落
事
故
が
発
生
し
、
最
悪
の
事
態
は
免
れ

た
も
の
の
、
こ
の
原
因
究
明
お
よ
び
再
発
防
止
の
対
策
に
追
わ
れ
、
期
初

か
ら
ク
ラ
ブ
例
会
山
行
に
も
制
限
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
ユ
ー
ス
ク
ラ
ブ
へ
の
サ
ポ
ー
ト
お
よ
び
メ
ン
バ
ー
育
成
態

勢
の
再
構
築
を
行
な
っ
て
対
応
す
る
こ
と
で
落
ち
着
き
を
み
る
こ
と
が
で

き
た
。
た
だ
、
こ
の
間
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
に
よ
っ
て
も
4
月

か
ら
支
部
活
動
は
自
粛
を
や
む
な
く
さ
れ
た
。
例
年
実
施
し
て
い
た
四
国

支
部
、
山
陰
支
部
と
の
3
支
部
交
流
会
を
は
じ
め
、
京
都
・
滋
賀
支
部
お

よ
び
北
九
州
支
部
と
の
交
流
会
も
順
延
、
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
5
月

に
予
定
し
て
い
た
支
部
総
会
も
書
面
で
の
審
議
お
よ
び
議
決
を
行
な
わ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、緊
急
事
態
宣
言
解
除
を
受
け
て
7
月
に「
ｗ

ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
」
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す
る
こ
と
で
ク
ラ
ブ
例
会
山

行
を
中
心
に
活
動
を
再
開
し
た
が
、

月
か
ら
再
度
の
自
粛
も
あ
り
、
支

12

部
活
動
は
大
き
く
制
約
を
受
け
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

《
会
議
》

＊
支
部
総
会
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
で
支
部
活
動
を
自
粛
し
、

5
月

日
に
予
定
し
て
い
た
支
部
総
会
を
中
止
と
し
て
、
書
面
を
も
っ

10

て
の
議
決
権
行
使
と
し
た
。
議
決
権
付
き
議
案
書
発
送
1
4
9
件
、
回

収

1
0
2
件
（
賛
成
1
0
0
件
、
否
決
0
件
、
保
留
2
件
）、
総
会
議

案
は
す
べ
て
承
認
。

＊
総
務
部
会
：

／
3
（
5
）、
3
／
9
（
5
）、
4
／

（

)

12

27

10

()内
は
参
加
者
数

＊
執
行
部
会
：
7
／
9
（
8
）、

／
3
（
8
）、
3
／
9
（
8
）

12

＊
役
員
会
：
4
／
9
（

）、
6
／
（

）
7
／
（

）、
／
（

）、

10

25
27

28
23

10

15
18

1
／

（

）、
3
／

（

）

26

27

18

23

＊
大
山
北
壁
に
お
け
る
滑
落
事
故
調
査
委
員
会
（
3
／
7
事
故
発
生
・
大

山
北
壁
）
事
故
調
査
委
員
会
設
置
準
備
会
3
／
8
（

)
事
故
調
査
委

17

員
会
：
3
／

（

）、
4
／
6
（
9
）、
5
／

（

）、
5
／

事
故

14

15

10

10

25

報
告
書
完
成
。

＊
山
岳
古
道
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
：

／

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
立
ち
上
げ
準

11

25

備
会

以
降
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
会
議
を
含
め
て
3
月
末
ま
で
に
支
部

推
薦
山
岳
古
道
を
選
定
。

推
薦
古
道

1
・
津
和
野
街
道

2
・
石
見
街
道

3
・
中
郡
古
道

そ

の
ほ
か
個
人
推
薦

萩
往
還
（
山
口
市
―
萩
市
）
石
見
銀
山
街
道
（
3

古
道
）。
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＊
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
：
新
入
会
員
が
少
な
く
、
各
ク
ラ
ブ

の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
個
別
に
実
施
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
ア
ル
パ
イ
ン
（
シ
ニ
ア
）
ク
ラ
ブ
（
登
録

名
）

11

4
月
：
4
／
4
自
主
練
（
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
講
習
）
5
名
、
4
／

例
会

13

（
天
応
）
自
粛
中
止
。

5
月
：
5
／
2
〜
5
／
6
例
会
（
北
ア
ル
プ
ス
・
立
山
）
自
粛
中
止
。

6
月
：
6
／

自
主
練
（
天
応
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
）
6
名
、
6
／

〜

15

20

21

例
会
（
犬
戻
峡
・
沢
登
り
）
9
名
。

7
月
：
7
／

例
会
（
三
段
峡
・
沢
登
り
）
自
粛
中
止
、
7
/
自
主
練

11

18

（
天
応
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
）

名
。

10

8
月
：
8
／
1
自
主
練
（
二
ノ
原
谷
・
沢
登
り
）
4
名
。

8
／
8
〜
9
自
主
練
（
三
段
峡
・
沢
登
り
）
5
名
、
8
／
8
〜
9
例
会

（
北
ア
ル
プ
ス
・
金
木
戸
川
・
沢
登
り
）
自
粛
中
止
。

9
月
：
9
／

〜

例
会
（
岡
山
備
中
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
）
6
名
。

14

16

月
：

／

〜

例
会
（
大
山
・
槍
ヶ
峰
、
剣
ヶ
峰
）
5
名
、

・

10

10

17

18

10

、

自
主
練
（
天
応
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
）
各
2
名
。

24

31
月
：

／

、

自
主
練
（
天
応
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
）
計

名
、

11

11

21

22

11

11

／

〜

例
会
（
雪
彦
山
・
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
）
6
名
。

23

24

月
：

／

〜

例
会
（
大
万
木
山
）
自
粛
中
止
、

／

自
主
練

12

12

14

15

12

16

（
天
応
・
ア
イ
ゼ
ン
ワ
ー
ク
）
6
名
。

1
月
：
1
／

〜

例
会
（
大
山
・
八
号
尾
根
）
自
粛
中
止
。

30

31

2
月
：
2
／

〜

例
会
（
大
山
・
弥
山
尾
根
西
陵
）
自
粛
中
止
。

20

21

3
月
：
3
／

〜

例
会
（
山
口
県
・
陶
ヶ
岳
）
中
止
。

20

21

＊
ア
ル
パ
イ
ン
（
ユ
ー
ス
）
ク
ラ
ブ
（
登
録

名
）

26

6
月
：
6
／
7
自
主
練
（
三
倉
岳
・
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
）
6
名
。

7
月
：
7
／

自
主
練
（
犬
戻
峡
・
沢
登
り
）
7
名
。

18

8
月
：
8
／
2
自
主
練
（
三
段
峡
・
徒
渉
訓
練
）

名
。

10

9
月
：
9
／

自
主
練
（
三
倉
岳
・
レ
ス
キ
ュ
ー
訓
練
）
雨
天
中
止
。

12

月
：

／

自
主
練
（
県
民
の
森
・
ツ
エ
ル
ト
設
営
、
搬
送
訓
練
）

10

10

10

名
。

10
月
：

／
7
自
主
練
（
三
倉
岳
・
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
）

名
。

11

11

10

月
：

／

講
習
会
（
雪
崩
講
習
・
座
学
）

名
。

12

12

12

15

1
月
：
1
／
9
講
習
会
（
蔵
王
・
日
山
協
伝
達
講
習
）

名
、
1
／

12

30

自
主
練
（
臥
竜
山
・
雪
山
読
図
訓
練
）

名
。

15

2
月
：
2
／
6
自
主
練
（
大
山
・
雪
上
訓
練
）
積
雪
不
足
・
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
り
休
止
。

3
月
：
3
／

〜

例
会
（
備
中
帝
釈
峡
）
6
名
。

27

28

＊
山
楽
山
学
ク
ラ
ブ
（
登
録

名
）

42

4
月
：
4
／
4
〜
6
例
会
（
萩
往
還
）
8
名
。

6
月
：
6
／

有
志
山
行
（
恐
羅
漢
山
）
8
名
、
6
／

例
会
（
極
楽

20

23

寺
山
）
9
名
。

7
月
：
7
／

例
会
（
恐
羅
漢
山
）

名
。

18

14

8
月
：
8
／
8
〜
9
例
会
（
カ
レ
イ
谷
）
名
、
8
／

〜

例
会
（
石

15

29

30
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鎚
山
）

名
。

10

9
月
：
9
／

〜

例
会
（
白
石
山
）
7
名
、
9
／
8
例
会
（
煤
井
谷
）

11

12

名
、
9
／

〜

例
会
（
剣
山
、
三
嶺
）
9
名
。

11

19

21

月
：

／

例
会
交
流
（
十
方
山
）

名
、

／

〜

例
会
（
氷

10

10

18

17

10

24

25

ノ
山
）

名
。

14

月
：

／
1
例
会
（
行
者
山
、
笠
山
）

名
、

／

有
志
山
行
（
比

11

11

18

11

15

婆
山
縦
走
）
7
名
、

／

〜

例
会
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ト
レ
イ
ル
）

11

20

23

9
名
。

月
：

／
5
〜
6
有
志
山
行
（
右
田
ヶ
岳
、
莇
ヶ
岳
）

名
、

／

12

12

17

12

例
会
（
岩
渕
山
）

名
。

12

10

2
月
：
2
／

有
志
山
行
（
十
方
山
）
6
名
、
2
／

〜

有
志
山
行

13

20

21

（
中
野
冠
山
、
天
狗
石
山
）

名
。

19

3
月
：
3
／

例
会
（
十
種
ヶ
峰
）

名
。

13

11

有
志
山
行
は
個
人
山
行
で
あ
る
が
ク
ラ
ブ
員
全
員
に
募
集
し
た
も
の
。

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
岩
稜
歩
き
の
自
主
練
は
、
三
倉
岳

日
、
福
山
市
蔵

17

王
1
日
の
合
計

回
を
実
施
、
参
加
延
べ
1
5
6
名
。

18

＊
ゆ
う
ゆ
う
ク
ラ
ブ
（
登
録

名
）

39

4
〜
6
月
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
対
応
の
た
め
、
支
部
活
動
自

粛
に
つ
き
例
会
休
止
。

7
月
：
7
／

例
会
（
寂
地
山
）

名
、
7
／

例
会
（
大
神
ヶ
岳
）

17

16

25

雨
天
中
止
。

8
月
：
8
／
2
例
会
（
釜
峰
山
）

名
、
8
／

例
会
（
久
地
冠
山
）

10

19

名
。

139
月
：
9
／

〜

例
会
・
支
部
交
流
（
高
野
山
町
石
道
）

名
。

24

26

12

月
：

／
4
例
会
（
秋
吉
台
）

名
、

／

例
会
（
西
中
国
山
地
）

10

10

14

10

24

名
、

／

例
会
（
鷹
ノ
巣
山
）

名
。

12

10

28

18

月
：

／
3
例
会
（
比
婆
山
山
系
）

名
、

／
7
例
会
・
支
部
交

11

11

16

11

流
（
宮
島
三
ッ
丸
子
山
）

名
。

23

／

例
会
（
大
師
山
・
白
滝
山
）

名
。

11

23

18

月
：

／

例
会
（
大
黒
山
、
竜
ヶ
岳
）

名
。

12

12

14

14

3
月
：
3
／

例
会
（
東
郷
山
）

名
、
3
／

例
会
（
小
田
山
）

17

16

24

18

名
。

ク
ラ
ブ
内
写
真
ク
ラ
ブ
が
（

／

〜
当
面
展
示
継
続
）
ル
ー
ム
内
で

12

1

写
真
展
を
実
施
。
ゆ
う
ゆ
う
ク
ラ
ブ
と
し
て
「
高
齢
者
い
き
い
き
活
動

ポ
イ
ン
ト
事
業
」
活
動
団
体
申
請
（

／

)

／

恐
羅
漢
周
辺
よ

10

20

10

24

り
ポ
イ
ン
ト
付
与
開
始
（
広
島
市
・
府
中
町
在
住
の

歳
以
上
対
象
）。

65

＊
ス
キ
ー
ク
ラ
ブ
（
登
録

名

他
ク
ラ
ブ
と
の
重
複
可
）

38

今
シ
ー
ズ
ン
は
昨
年

月
中
旬
か
ら
県
内
の
ス
キ
ー
場
が
滑
走
可
能
と

12

な
り
、
ゲ
レ
ン
デ
ス
キ
ー
を
楽
し
ん
だ
。
一
方
、
西
中
国
山
地
は
思
っ

た
よ
り
降
雪
量
が
少
な
く
、
バ
ッ
ク
カ
ン
ト
リ
ー
ス
キ
ー
は
楽
し
め
な

か
っ
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
当
初
の
例
会
な
ど
は
こ
と
ご
と

く
中
止
と
な
っ
た
。
唯
一
、
会
員
向
け
に
雪
崩
対
策
講
習
会
を
実
施
し

た
。／

8

雪
崩
対
策
講
習
会
（
支
部
ゲ
ス
ト
ル
ー
ム
）
参
加

名
。

12

15
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1
／

〜
1
／

信
州
ス
キ
ー
合
宿

5
名
。

20

24

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
》

＊
支
部
事
業

・
比
婆
山
国
際
ス
カ
イ
ラ
ン
へ
の
サ
ポ
ー
ト
：
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
禍
に
よ
り
中
止
。

・
ひ
ろ
し
ま
山
の
日
：
ジ
ュ
ニ
ア
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
登
山
教
室

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
に
よ
り
中
止
。

・
西
中
国
山
地
国
定
公
園
指
定

周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
参
加
：
新
型
コ

50

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
に
よ
り
活
動
休
止
。

・
忘
年
登
山
：
参
加
者
6
名

／

天
狗
石
山
（
北
広
島
町
）。

11

29

・
新
年
互
礼
登
山
：
1
／

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
極
楽
寺
山
に
変
更
し
て
実

10

施
を
計
画
し
た
が
、
活
動
自
粛
延
長
で
順
延
後
、
中
止
。

＊
山
行
指
導
部

月
次
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
な
い
、
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
登
山
計
画

書
や
リ
ス
ク
評
価
の
チ
ェ
ッ
ク
お
よ
び
山
行
指
導
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
安
全
登
山
へ
の
意
識
向
上
に
取
り
組
ん
だ
。

・
登
山
計
画
書
審
査
2
7
5
件
（
支
部
計
画

件
、
ク
ラ
ブ
例
会

件
、

17

34

個
人
山
行
2
2
4
件
）。

・
会
員
講
習
会
実
施
：
延
べ
1
6
1
名
が
参
加
。

山
岳
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
研
修
会
を
6
月
か
ら
月
次
2
回
開
催

参
加
者
延

べ

名
、
ス
タ
ッ
フ
延
べ

名
。

88

73

＊
公
益
事
業
部

1
・
自
然
環
境
委
員
会

・
霧
ヶ
谷
湿
原
の
保
全
＆
環
境
整
備

4
／

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

19

感
染
禍
に
よ
り
中
止
。

・
ひ
ろ
し
ま
山
の
日
県
民
の
集
い

6
／
7

霧
ヶ
谷
湿
原
の
保
全
＆
整

備
と
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
に
よ
り

中
止
。

・
高
岳
聖
別
れ
〜
奥
匹
見
中
央
分
水
嶺
登
山
道
整
備

9
／
5
〜
6
台

風
の
た
め
順
延
し
た
が
参
加
者
が
少
な
く
中
止
。

・
Ｊ
Ａ
Ｃ
自
然
保
護
全
国
集
会

／

〜

奈
良
県
吉
野
郡
吉
野
町

10

24

25

「
太
鼓
判
・
花
夢
花
夢
」
に
て
開
催
。
支
部
長
以
下
3
名
出
席
。
講
演
と

支
部
活
動
報
告
・
意
見
交
換
を
行
な
い
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
イ
が
吉

野
山
で
あ
っ
た
。

・
登
山
道
整
備
活
動
（
兼
忘
年
会
・
忘
年
登
山
）

／

〜

霧
ヶ
谷

11

28

29

湿
原
入
口
か
ら
猿
木
峠
ま
で
と
峠
か
ら
臥
龍
山
、
掛
頭
山
へ
の
稜
線
の

整
備
を

名
の
参
加
者
で
実
施
し
た
。

36

・
西
中
国
山
地
国
定
公
園
制
定

周
年
記
念
事
業
検
討
会
参
画

新
型
コ

50

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
を
支
部
で
検
討
し
自
粛
と
し
た
。

2
・
登
山
振
興
委
員
会

・
親
子
登
山
教
室
：
季
節
に
合
わ
せ
た
テ
ー
マ
で
親
子
ハ
イ
キ
ン
グ
を
募

集
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
屋
外
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
計
画
。

・
｢ひ
ろ
し
ま
山
の
日
」
参
加
：
初
心
者
登
山
教
室
・
ジ
ュ
ニ
ア
ツ
リ
ー
ク

ラ
イ
ミ
ン
グ
計
画
。
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・
県
民
ハ
イ
キ
ン
グ
（
広
島
県
山
岳
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
連
盟
主

催
）
の
サ
ポ
ー
ト
実
施
計
画
。

・
新
規
活
動
と
し
て
7
月
、
月
自
然
（
植
物
）
観
察
会
お
よ
び
全
国
「
山

10

の
日
」
8
／

清
掃
登
山
を
計
画
。

11

い
ず
れ
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
を
支
部
で
検
討
し
自
粛
と
し

た
。

《
広
報
・
文
化
活
動
》

1
・
広
報
委
員
会

・
支
部
報
（「
Ｊ
Ａ
Ｃ

Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」、
メ
ー
ル
配
信
）
発
行
。

5
月
号
、
8
月
号
、

月
号
、
2
月
号
を
発
刊
。

11

2
・
図
書
委
員
会

・
会
員
・
他
支
部
か
ら
の
寄
贈
図
書
＆
本
部
か
ら
の
寄
託
図
書

約
1
6

0
0
冊
収
蔵
、
整
理
。
委
託
図
書
以
外
を
貸
出
し
。

3
・
交
流
委
員
会

・
中
国
・
四
国
3
支
部
交
流
会
（
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
）、
京
都
・
滋
賀
支
部
と

の
交
流
会
、
北
九
州
支
部
と
の
交
流
会
の
い
ず
れ
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
禍
に
よ
り
中
止
（
山
楽
サ
ロ
ン
部
会
）。

・
自
然
観
察
（
内
藤
先
生
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
禍
に
よ
り
中
止
。

4
・
Ｉ
Ｔ
委
員
会

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
支
部
活
動
ア
ッ
プ
。
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
会
議
ア
カ

ウ
ン
ト
取
得
の
検
討
。

5
・
保
健
委
員
会

・
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
コ
ロ
ナ
対
策
支
部
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
定
に
伴
う
監
修
を
実

施
。

《
監
事
会
》

外
部
1
名
を
含
め
て
3
名
の
監
事
を
置
き
、
各
部
の
運
営
や
安
全
登
山

へ
の
会
員
意
識
向
上
に
向
け
て
会
計
は
も
と
よ
り
業
務
の
監
査
と
提
言

を
行
な
っ
た
。
監
事
会
：
1
月
、
4
月
、
支
部
ル
ー
ム
で
実
施
。

《
そ
の
他
の
行
事
ほ
か
》

・
本
部
総
会
：
6
／

委
任
状
提
出
。

20

・
全
国
支
部
懇
談
会
：
中
止
。

・
支
部
合
同
会
議
：
9
／

副
支
部
長
ほ
か
1
名
が
参
加
。

26

・
年
次
晩
餐
会
：
中
止
。

・
支
部
連
絡
会
議
：
1
／

支
部
長
ほ
か
3
名
が
参
加
。

30

《
会
員
動
向
》
3
月

日
現
在

31

会
員

1
2
6
名
（
前
年
1
4
9
名
）
準
会
員

名
（
前
年

名
）
会

14

17

友
1
名
（
前
年
1
名
）。

(近
藤
道
明
)

■

四

国

支

部

桜
吹
雪
の
中
、
執
り
行
な
わ
れ
る
小
島
烏
水
祭
と
と
も
に
四
国
支
部
の

1
年
は
始
ま
る
、
こ
れ
ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
2
0
2
0
年

度
は
新
形
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
、
烏
水
祭
の
春
の
開
催
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は
延
期
さ
れ
た
。
活
動
の
出
鼻
を
く
じ
か
れ
た
感
が
あ
る
。

そ
の
後
、
全
国
的
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ス
テ

イ
ホ
ー
ム
が
推
奨
さ
れ
、
不
要
不
急
の
外
出
や
県
境
を
ま
た
ぐ
移
動
の
自

粛
が
求
め
ら
れ
た
。
通
常
な
ら
山
野
を
駆
け
巡
っ
て
い
る
支
部
会
員
の
士

気
は
、
な
か
な
か
上
が
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
あ
る
が
、
活
動
に
際
し
て
は
、
マ
ス
ク
着
用

や
手
指
消
毒
、
三
密
を
避
け
る
こ
と
な
ど
、
基
本
的
な
感
染
症
対
策
を
徹

底
し
、
少
し
づ
つ
活
動
を
開
始
し
た
。

《
会
議
》

＊
通
常
総
会

当
初
4
月

日
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

18

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
開
催
で
き
な
か
っ
た
。
代
替
策
と
し
て
5

月

日
総
会
資
料
を
会
員
に
送
付
し
、
理
解
を
得
た
。
内
容
は
元
年
度

22
事
業
報
告
お
よ
び
会
計
報
告
、2
年
度
事
業
計
画
お
よ
び
支
部
予
算
案
、

支
部
役
員
改
選
で
あ
る
。

＊
サ
ロ
ン
会

会
員
有
志
に
よ
る
情
報
交
換
会
と
し
て
、
月
1
回
開
催
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
参
加
者
は
例
年
よ
り
少
な
か
っ
た
。

《
山
行
・
野
外
活
動
》

＊

月

日
㈯

三
嶺

参
加
者
4
名
。

10

31

＊

月

日
㈰

烏
帽
子
山

参
加
者
6
名
。

11

8

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

砥
石
権
現
（
読
図
講
習
）、
フ
ァ
ガ
ス
の
森

11

28

29

（
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
講
習
）
参
加
者

名
。

10

＊

月

日
㈰

丸
笹
山
（
雪
山
）
参
加
者
3
名
。

12

20

＊

月

日
㈰

天
狗
峠
（
雪
山
）
参
加
者
3
名
。

1

17

＊
フ
ラ
ワ
ー
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
講
座

愛
媛
県
内
を
中
心
に

回
開
催
、
参

49

加
者
延
べ
3
1
9
名
。

《
広
報
・
出
版
活
動
》

＊
支
部
報
「
四
国
山
岳
」
第
7
号

4
月
発
行
。

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

＊

月

日
㈰

登
山
道
整
備
事
業
（
落
合
峠
〜
前
烏
帽
子
山
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ

10

26

法
人
と
の
合
同
実
施
、
参
加
支
部
会
員
6
名
。

＊

月

日
㈯

第
8
回
小
島
烏
水
祭

参
加
者
四
国
支
部
会
員

名
。

11

14

21

当
初
4
月
開
催
予
定
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
規
模
縮
小
し
実
施
し
た
も
の
。

＊
山
の
日
イ
ベ
ン
ト
事
業
（
徳
島
県
主
催
事
業
）
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
中

止
。

2
0
2
0
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振
る
っ
た
1
年
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
2
0
2
1
年
度
は
、
そ
の
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
株
が
猛
威

を
振
る
い
そ
う
な
気
配
で
あ
る
。
1
日
も
早
い
終
息
を
願
う
ば
か
り
で
あ

る
。

(森
山
宏
昭
)

■

福

岡

支

部

《
会
議
》

1
・
令
和
2
年
度
通
常
総
会
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◇
日
時
：
令
和
2
年
5
月

日
㈯

時

30

14

開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
り
中
止
と
し
書
面
決
議

と
し
た
。

会
員
数
：

名
、
準
会
員
数
2
名
、
委
任
状
に
よ
る
議
案
承
認
者
：

61

名
、
で
あ
り
各
議
案
は
承
認
さ
れ
た
。

43

2
・
役
員
会
：
原
則
各
月
第
2
木
曜
日
に
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
。

《
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
地
域
振
興
活
動
》

1
・
第
5
回
夏
山
フ
ェ
ス
タ
㏌
福
岡
2
0
2
0
（
中
止
）

◇
日
時
：
令
和
2
（
2
0
2
0
）
年
6
月

日
㈯
、

日
㈰
。

20

21

◇
場
所
：
電
気
ビ
ル
共
創
館
（
4
階
／
み
ら
い
ホ
ー
ル
）
福
岡
市
中
央

区
渡
辺
通
2
―
1
―

開
催
と
し
て
準
備
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

82

禍
に
あ
り
中
止
と
し
た
。

2
・「
岳
人
の
つ
ど
い
」
山
の
講
演
会
（
中
止
）。

例
年
2
月
に
開
催
し
て
い
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
り
中
止
と
し
た
。

3
・
当
初
計
画
し
て
い
た
支
部
山
行
、
自
然
観
察
会
、
清
掃
登
山
な
ど
行

事
は
全
て
中
止
と
し
た
。

《
広
報
・
出
版
活
動
》

「
支
部
報
」
№

を
令
和
3
（
2
0
2
1
）
年
3
月

日
に
発
行
し
た
。

34

19

主
な
内
容
：
1
・
永
年
会
員
に
列
す
る
を
祝
す
（
倉
智
清
司
）
2
・
特
別

講
演
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
成
り
立
ち
」
酒
井
治
孝
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
3
・

会
員
の
上
梓
を
祝
す「
屋
久
島
の
神
と
仏
」（
太
田
五
雄
）特
別
寄
稿

4
・

海
外
の
旅
：
◎
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
ビ
ク
ト
リ
ア
山
登
頂
と
バ
ガ
ン
遺
跡
の

旅
（
渡
部
秀
樹
）
◎
憧
れ
の
ネ
パ
ー
ル
・
ム
ス
タ
ン
王
都
ロ
ー
マ
ン
タ
ン

の
旅
（
渡
部
秀
樹
）
5
・
私
の
山
登
り
事
始
め
な
ど
（
中
馬
董
人
）
6
・

令
和
2
年
度
支
部
活
動
報
告
な
ど

《
令
和
3
年
度
の
主
な
新
規
事
業
計
画
（
案
）》

1
・
ロ
ン
グ
ト
レ
イ
ル
・
古
道
を
テ
ー
マ
と
し
た
登
山
教
室

地
域
の
大
縦
走
路
を
テ
ー
マ
と
し
会
員
、
一
般
の
方
々
双
方
を
対
象
に

「
登
山
教
室
」
を
開
講
予
定
。

・
脊
振
山
系
全
山
縦
走
（
基
山
か
ら
十
坊
山
ま
で
約

㎞
）

75

・
宝
満
山
か
ら
英
彦
山
修
験
道
ト
レ
イ
ル
（
約

㎞
）

75

そ
れ
ぞ
れ
を
何
回
か
に
分
け
て
全
山
縦
走
と
古
道
調
査
を
行
な
う
予

定
。

2
・
自
然
観
察
会
「
地
質
・
ジ
オ
パ
ー
ク
を
テ
ー
マ
と
す
る
」

福
岡
支
部
の
地
質
の
専
門
家
を
講
師
に
「
阿
蘇
ユ
ネ
ス
コ
ジ
オ
パ
ー
ク

と
周
辺
観
察
会
」
な
ど
地
元
九
州
の
山
歩
き
を
味
わ
い
な
が
ら
、
山
の

地
形
や
地
質
な
ど
自
然
環
境
を
間
近
か
に
観
察
し
、
さ
ら
に
最
近
頻
発

す
る
自
然
災
害
や
復
興
な
ど
人
間
社
会
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
た
め

の
、
野
外
活
動
を
立
案
す
る
。

(渡
部
秀
樹
)

■

北
九
州
支
部

支
部
役
員
も
任
期
2
年
目
で
や
っ
と
慣
れ
て
き
た
と
思
っ
た
が
、
コ
ロ
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ナ
ウ
イ
ル
ス
関
係
で
難
し
い
舵
取
り
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
年
4
回

実
施
し
て
い
る
山
岳
専
科
や
岩
登
り
教
室
、
家
庭
裁
判
所
の
補
導
委
託
登

山
、
小
学
生
登
山
、
幼
稚
園
の
遠
足
登
山
の
支
援
活
動
も
ほ
と
ん
ど
が
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
係
で
中
止
や
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。

《
会
議
等
》

・
総
会

4
月

日
㈯
午
後
3
時
よ
り
第

回
通
常
総
会
を
北
九
州
市
小

18

21

倉
北
区
紺
屋
町
の
毎
日
西
部
会
館
5
階
会
議
室
で
の
開
催
予
定
が
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
に
伴
う
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
各
種
会
合
や
イ
ベ
ン
ト
、
登
山
、
総
会
な
ど
が
中
止
と
な
り
、

大
変
な
状
況
と
な
っ
た
。

北
九
州
支
部
の
総
会
も
開
催
中
止
と
な
り
、
4
月

日
、
支
部
長
、

18

両
副
支
部
長
、事
務
局
が
ル
ー
ム
で
以
下
を
確
認
し
た
。
委
任
状

人
、

21

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
メ
ー
ル
お
よ
び
電
話
な
ど
で
賛
否
確
認
、賛
成

人
、

24

計

名
で
会
員

人
に
対
し
過
半
数
に
達
し
、
総
会
議
案
は
成
立
す
る

45

65

と
認
定
し
承
認
し
た
。
本
来
な
ら
ば
総
会
開
催
で
承
認
を
得
る
と
こ
ろ

だ
が
、
や
む
を
得
な
い
状
況
で
こ
の
様
な
承
認
と
な
っ
た
。

《
役
員
会
》

定
例
役
員
会
：
5
月

日
㈪
、
7
月
1
日
㈬
、
9
月
2
日
㈬
、

月
4
日

11

11

㈬
、
1
月

日
㈬
、
3
月
3
日
㈬

13

臨
時
役
員
会
：

月

日
㈭
、
2
月

日
㈬
、
3
月

日
㈪

10

29

24

29

《
講
習
会
等
》

1
・
支
部
山
岳
指
導
員
研
修

2
回
（
2
回
中
止
）
延
べ
人
数

人
。

17

2
・
山
岳
専
科

1
回
（
3
回
中
止
）：
延
べ
人
数
6
人
。

3
・
岩
登
り
教
室

2
回
：
延
べ
人
数

人
。

18

《
自
然
環
境
保
全
活
動
》

・
九
州
森
林
管
理
局
よ
り
委
嘱
を
受
け
た
森
林
保
全
巡
視
員

人
が
森
林

12

保
全
巡
視
活
動
を
行
な
う
と
と
も
に
、
登
山
道
の
清
掃
な
ど
自
然
環
境

保
全
活
動
を
行
な
っ
た
。

・
英
彦
山
頂
上
に
設
置
さ
れ
た
バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
清
掃
作
業
を
地
元
山
岳

会
と
交
代
で
9
回
行
な
っ
た
。

・
5
月

日
㈰

英
彦
山
清
掃
登
山
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
係
で
中
止
と

24

し
、
当
支
部
会
員
の
み
8
人
の
個
人
山
行
と
し
て
ゴ
ミ
収
集
を
実
施
し

た
。

・
平
尾
台
（
小
倉
南
区
）
に
あ
る
広
谷
湿
原
の
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
登
録
を

目
指
す
支
援
活
動
を
行
な
っ
た
。

《
行
事
・
野
外
活
動
》

・
5
月

日
㈰

英
彦
山
山
開
き

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
係
で
中
止
。

31

・
8
月

日
㈰

山
の
日
制
定
家
族
登
山
（
風
師
山
）
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

11

関
係
で
中
止
。

・

月

日
㈰

槇
有
恒
碑
前
祭
（
風
師
山
）
少
人
数
の
総
勢

人
で
実

10

18

21

施
。
森
武
昭
元
会
長
、
高
木
荘
輔
福
岡
支
部
長
ほ
か
参
加
。

・

月

日
㈯

｢忘
年
の
集
い
」
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
で

12

12

中
止
。

《
支
援
活
動
》

支部の活動報告

349



・
さ
い
わ
い
幼
稚
園
児
の
遠
足
登
山
・
風
師
山
（
年
2
回
）
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
で
中
止
。

・

月

日
㈮

福
岡
家
裁
小
倉
支
部
の
補
導
委
託
登
山
サ
ポ
ー
ト

2

10

23

回
の
実
施
予
定
が
1
回
と
な
り
、
5
月
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
で
中
止
。
少
年
1
人
、
保
護
者
1
人
、
裁
判
所
2
人
、
当
支
部
6

人

総
勢

人
。

10

・

月

行
橋
市
立
延
永
小
学
校
5
年
生
「
英
彦
山
研
修
登
山
｣
コ
ロ

11ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
で
中
止
。

・
3
月

さ
い
わ
い
幼
稚
園
卒
園
児
の
矢
筈
山
お
別
れ
登
山
サ
ポ
ー
ト

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
よ
り
中
止
。

《
他
支
部
と
の
交
流
会
》

・

月
3
日
㈫
〜
4
日
㈭

宮
崎
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

11染
拡
大
防
止
に
よ
り
中
止
。

・

月

日
㈯
〜

日
㈰

広
島
支
部
と
の
交
流
会
（
国
東
ロ
ン
グ
ト
レ

10

10

11

イ
ル
）
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
よ
り
来
年
度
に
延
期
。

《
支
部
山
行
》
月
例
山
行

回
実
施
（
中
止

回
）、
延
べ

人
参
加
。

13

11

23

・
4
月

日

由
布
岳
中
止
、
4
月

日

十
種
ケ
峰
中
止
、
6
月

日

12

29

14

三
股
山
中
止
、7
月

〜

日

屋
久
島
中
止
、8
月

〜

日

槍
ヶ

23

25

20

27

岳
等
中
止
、
9
月

〜

日

傾
山
〜
祖
母
山
中
止
、

月

〜

日

19

21

11

14

17

台
湾
玉
山
中
止
、

月

日

在
自
山

人
、
1
月

〜

日

坊

12

12

14

9

10

が
つ
る
中
止
、
2
月

日

久
住
中
岳

中
止
、
2
月

日

観
梅
会

7

27

中
止
、
3
月
7
日

英
彦
山
護
摩
焚
き

中
止
、
3
月

日

足
立
山

14

〜
戸
ノ
上
山
縦
走

9
人
。

《
広
報
出
版
活
動
》

会
報
誌
「
北
九
だ
よ
り
」
の
発
行
3
回
（
4
月
、

月
、
1
月
）。
7
月

10

号
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
原
稿
が
少
な
く
発
行
停
止
。

《
同
好
会
活
動
》

①
版
画
教
室

回
開
催
（
ル
ー
ム
）
伊
藤
旧
支
部
長
の
指
導
（
7
人
）。

18

②
ポ
レ
ポ
レ
の
会
（
軽
登
山
・
花
鑑
賞
探
索
）

回
、
延
べ

人
参
加
。

12

32(榊
俊
一
)

■

熊

本

支

部

令
和
2
年
度
は
年
当
初
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
問
題
で

支
部
活
動
は
大
部
分
が
中
止
と
い
う
稀
有
の
年
度
と
な
っ
た
。
4
月
当
初

予
定
し
た
支
部
事
業
の
う
ち
予
定
通
り
実
施
で
き
た
の
は
わ
ず
か
4
事
業

だ
け
で
あ
る
。
三
密
を
避
け
て
原
則
、
現
地
集
合
解
散
と
し
た
た
め
、
近

隣
の
山
に
限
ら
れ
、屋
内
で
の
行
事
も
会
場
を
確
保
で
き
ず
に
中
止
し
た
。

近
年
支
部
行
事
の
充
実
に
努
め
て
い
た
だ
け
に
、残
念
な
結
果
と
な
っ
た
。

《
会
議
》

＊
支
部
総
会

4
月

日
㈰
9
時

分
よ
り
、
熊
本
県
婦
人
会
館
に
お
い

19

30

て
実
施
予
定
で
あ
っ
た
が
、
会
場
閉
鎖
の
た
め
文
書
に
よ
る
総
会
に
変

更
。
会
員

名
中

名
の
議
決
書
に
よ
り
成
立
決
議
さ
れ
た
。
な
お
、

32

25

準
会
員
・
会
友

名
中

名
の
意
向
も
集
約
さ
れ
た
。

35

24
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＊
役
員
会

毎
月
1
回
の
定
例
役
員
会
で
あ
る
が
、
会
場
閉
鎖
で
4
月
は

中
止
。
5
、
6
月
は
屋
外
の
東
屋
で
、
1
、
2
月
は
中
止
す
る
な
ど
、

会
場
を
変
更
し
た
り
、
メ
ー
ル
で
の
連
絡
な
ど
簡
略
化
し
た
。

《
行
事
・
事
業
》

＊
5
月
2
日
㈯
〜
6
日
㈭

残
雪
期
：
涸
沢
・
穂
高
岳

中
止
。

＊
5
月

日
㈰

春
の
登
山
教
室
・
山
野
草
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ
ジ
観
賞
（
宇

10

土
内
谷
か
ら
大
崩
山
）
中
止
。

＊
5
月

日
㈰

登
山
技
術
講
習
会
（
岩
登
り
）（
岩
野
山
）
中
止
。

31

＊
6
月
7
日
㈰

春
の
森
林
保
全
巡
視
登
山
・
久
住
山

赤
川
登
山
口
集

合
解
散
で
実
施
、

名
参
加
。

18

＊
6
月

日
㈰

登
山
技
術
講
習
会
Ⅱ
（
岩
登
り
）（
岩
野
山
）
中
止
。

21

＊
7
月
8
日
㈬
〜

日
㈪

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
遠
征

中
止
。

20

＊
8
月
1
日
㈯
〜
2
日
㈰

登
山
研
修
会
（
沢
登
り
）
中
止
。

＊
8
月

日
㈪

｢山
の
日
」
登
山
祭

中
止
。

10

＊
8
月

日
㈯

夏
季
例
会
（
ビ
ー
ル
パ
ー
テ
イ
）
中
止
。

22

＊
9
月

日
㈮
〜

日
㈫

北
ア
ル
プ
ス
遠
征

中
止
。

18

22

＊
9
月

日
㈯
〜

日
㈰

九
州
脊
振
山
脈
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
支
援

中

26

27

止
。

＊

月

日
㈰

秋
の
森
林
保
全
巡
視
登
山
（
三
ノ
岳
）
吉
次
峠
登
山
口

10

11

集
合
解
散
で
実
施

名
参
加

登
山
道
の
巡
視
、
整
備
。

18

＊

月

日
㈯
〜

日
㈰

フ
ァ
ス
ト
エ
イ
ド
講
習
会

中
止
。

10

17

18

＊

月

日
㈰

秋
の
登
山
教
室
（
雲
仙
・
普
賢
岳
）
例
年
の
一
般
参
加

10

25

者
募
集
を
せ
ず
、
会
員
・
会
友
の
み
で
実
施
、

名
参
加
。

20

＊

月
3
日
㈰
〜
4
日
㈪

宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
：
高
千
穂
町
五
ヶ
所
三

11秀
台
、
中
止
。

＊

月
5
日
㈯
〜

日
㈰

第

回
山
の
写
真
展
：
会
員
撮
影
の
登
山
記

12

20

13

録
写
真
、
出
展
者

名
、
出
展
数

点
、
観
覧
記
帳
者
1
0
6
名
。

13

45

＊

月

日
㈰

登
山
報
告
会

中
止
。

12

13

＊
1
月

日
㈯

支
部
新
春
晩
餐
会

中
止
。

19

＊
1
月

日
㈯
〜

日
㈰

冬
山
登
山
講
習
会
・
く
じ
ゅ
う

中
止
。

23

24

＊
2
月

日
㈰
〜

日
㈪

雪
山
実
技
研
修
会
（
大
山
）
中
止
。

21

22

＊
3
月
7
日
㈰

干
支
の
山
（
丑
年
・
牛
斬
山
）
中
止
。

＊
3
月

宮
崎
支
部
と
の
交
流
会

中
止

《
同
好
会
活
動
》（
実
施
し
た
行
事
と
参
加
者
）

＊
花
を
愛
で
る
会

7
月

日
㈪

白
岩
山
（
9
名
）、
9
月

日
蓼
原
湿

20

20

原
（

名
)。

13

＊
写
真
同
好
会

月

日
〜
令
和
3
年
1
月

日

わ
い
ふ
一
番
館
写

12

22

24

真
展
（
出
展

名
)。

14

＊
里
山
低
山
ク
ラ
ブ

6
月

日

立
神
峡
・
オ
オ
ト
ン
ゴ
（
4
名
)、
7

12

月

日

菊
池
川
源
流
（
8
名
)、
8
月

日

菊
池
観
音
岳
（
7
名
)、

14

25

9
月
8
日

吉
無
田
官
山
（
4
名
)、

月

日

宇
土
大
岳
（
6
名
)、

10

13

月

日

芦
北
鶴
掛
山
（
6
名
)
月
8
日

砥
用
鎌
倉
山
・
手
蝶
山

11

10

12

（
7
名
)、
1
月

日

木
葉
山
縦
走
（

名
)。

11

11

＊
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
同
好
会

月

日

俵
山
（
8
名
)、
月
5
日

釈

11

22

12
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迦
院
（
4
名
)、
3
月

日

鞍
岳
（
6
名
)。

13

《
広
報
出
版
活
動
》

「
熊
本
支
部
報
」
第

号
（
4
月
)、
第

号
（
8
月
)、
第

号
（
1
月
)

47

48

49

「
支
部
通
信
」
毎
月
末
（

回
）
発
行
。

12

(中
林
暉
幸
)

■

東
九
州
支
部

令
和
2
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
対
応
に
終
始
し
た
年
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
支
部
規
約
に
よ
り
4
月
に
開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
定
期
総
会
も
、開
催
時
期
を
延
期
し
つ
つ
事
態
の
推
移
を
見
守
っ
た
が
、

会
員
の
書
面
議
決
に
よ
る
総
会
開
催
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う

し
て
決
ま
っ
た
事
業
計
画
で
あ
る
が
、
な
ん
と
か
動
き
出
し
た
の
は
6
月

の
月
例
山
行
か
ら
で
、
三
密
を
避
け
て
の
支
部
行
事
が
進
め
ら
れ
た
が
、

こ
の
年
度
の
最
大
の
課
題
は
、
前
年
度
か
ら
準
備
し
て
き
た
支
部
創
立
60

周
年
記
念
事
業
の
実
施
で
あ
っ
た
。

1
9
6
0
年
に
支
部
創
立
以
来

周
年
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
の
記
念

60

事
業
と
し
て
、
Ⅰ
・

月
に
中
心
行
事
の
記
念
集
会
の
実
施
（
①
記
念
式

10

典
、
②
記
念
講
演
会
・
③
記
念
祝
賀
会
）。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
Ⅱ
・
記
念

山
行
（
①
集
会
記
念
山
行
（
由
布
岳
）、
②
記
念
国
内
山
行
（
富
士
山
）、

③
記
念
海
外
山
行
（
ピ
サ
ン
ピ
ー
ク
）
Ⅲ
・『
大
分
百
山
』
3
訂
版
の
発
行
、

Ⅳ
・

周
年
記
念
誌
の
発
行
な
ど
を
一
連
の
事
業
と
し
て
計
画
し
て
準
備

60

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
施
予
定
の

月
が
迫
る
に
つ
れ
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

10

染
状
況
が
一
向
に
好
転
し
な
い
た
め
、
実
施
時
期
を

月
に
下
げ
て
事
態

11

の
推
移
を
見
守
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
実
施
時
期
が
迫
る
中
で
決
断

し
た
の
は
、記
念
の
集
会
の
会
場
を
予
約
し
て
い
た
ホ
テ
ル
を
解
約
し
て
、

三
密
を
避
け
る
た
め
、
定
数
2
0
0
席
余
の
ホ
ー
ル
に
変
更
し
て
、
記
念

式
典
と
記
念
講
演
会
の
み
実
施
し
、
記
念
の
祝
賀
会
・
懇
親
会
は
中
止
。

全
国
各
支
部
へ
の
招
待
は
せ
ず
、
支
部
会
員
の
み
の
内
輪
だ
け
の
行
事
と

す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
記
念
国
内
山
行
、
記
念
海
外
山
行
は
中
止
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
参
加
費
を
主
財
源
に
計
画
し
て
き
た
行
事
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
急
遽
、
支
部
会
員
な
ど
か
ら
の
募
金
を
募
る
こ

と
に
し
た
。
わ
ず
か
2
ヶ
月
の
期
間
に

名
の
会
員
・
準
会
員
・
会
友
有

90

志
の
募
金
や
部
外
者
か
ら
の
寄
付
金
な
ど
で
、
当
初
目
標
の

万
円
を
大

50

き
く
上
回
る
1
0
0
万
円
余
の
浄
財
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
う
し
て
、

月

日
㈯
に
大
分
市
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
で
、
古
野
会
長
を

11

21

お
迎
え
し
て
記
念
式
典
並
び
に
古
野
会
長
の
記
念
講
演
な
ど
を
実
施
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
翌
日
の
記
念
山
行
は
、
当
初
の
全
国
支
部
か
ら
の
参

加
者
を
迎
え
て
由
布
岳
で
実
施
予
定
を
、
登
山
者
の
希
な
鎧
ヶ
岳
（
8
4

0
ｍ
）
に
変
更
し
て
支
部
会
員
の
み
で
実
施
し
た
。
さ
ら
に
『
大
分
百
山
』

3
訂
版
発
行
と

周
年
記
念
誌
の
発
行
も
記
念
行
事
に
間
に
合
わ
せ
る
こ

60

と
が
で
き
た
。
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支
部
の
公
益
的
事
業
と
し
て
は
、
8
期
目
を
迎
え
る
登
山
入
門
教
室
、

回
目
の
実
施
を
迎
え
る
青
少
年
体
験
登
山
大
会
は
い
ず
れ
も
中
止
す
る

19こ
と
と
し
た
。「
山
の
日
登
山
」
は
、
大
分
県
で
開
催
さ
れ
る
予
定
の
全
国

山
の
日
大
会
に
合
わ
せ
て
、
九
重
山
で
実
施
の
構
想
が
あ
っ
た
が
、
全
国

大
会
が
1
年
延
期
と
な
っ
た
た
め
、
こ
の
計
画
も
見
合
わ
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
、

法
華
院
温
泉
山
荘
と
共
催
で
実
施
す
る

回
目
を
迎
え
る
「
山
の
安
全

11

を
祈
る
集
い
」
は
8
月
に
実
施
し
た
。
ま
た
、
毎
年
2
回
実
施
し
て
い
る
、

祖
母
・
傾
山
系
で
の
ス
ズ
タ
ケ
の
枯
死
と
シ
カ
の
食
害
状
況
調
査
活
動
は
、

6
月
は
見
合
わ
せ
た
が

月
は
実
施
し
た
。

10

共
益
事
業
で
は
支
部
の
登
山
活
動
の
基
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
毎

月
1
回
の
月
例
山
行
を
、
昨
年
に
引
き
続
い
て
「
県
境
の
山
を
登
ろ
う
」

を
テ
ー
マ
に
今
年
は
熊
本
県
と
の
県
境
稜
線
歩
き
で
あ
っ
た
が
、
再
開
し

た
の
は
6
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
会
員
の
研
修
山
行
と
し
通
算
6
回

実
施
し
た
。
喜
寿
を
迎
え
る
会
員
の
慶
祝
登
山
会
は

月
に
実
施
し
た
。

10

こ
の
ほ
か
、
毎
年
恒
例
の
忘
年
登
山
会
は
忘
年
会
抜
き
で
山
行
の
み
実
施

し
た
。
韓
国
山
岳
会
蔚
山
支
部
と
の
交
流
は
、
政
治
情
勢
や
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
た
め
2
年
続
け
て
実
施
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

《
会
議
》

・
定
期
総
会

6
月
に
延
期
の
末
、
会
員
の
書
面
議
決
で
令
和
元
年
度
度
事
業
報
告
・

決
算
報
告
・
監
査
報
告
、
令
和
2
年
度
度
事
業
計
画
・
予
算
な
ど
を
決

定
。

・
役
員
会

第
1
回
役
員
会

5
月

日
㈮
ソ
レ
イ
ユ

定
期
総
会
書
面
議
決
方
式

29

決
定
ほ
か
。

第
2
回
役
員
会

6
月

日
㈮
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

定
期
総
会
書
面
議

26

決
開
票
ほ
か
。

第
3
回
役
員
会

7
月

日
㈭
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

周
年
記
念
事
業

30

60

実
施
ほ
か
。

第
4
回
役
員
会

8
月

日
㈬
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

大
分
百
山
編
集
・

26

周
年
記
念
誌
編
集
ほ
か
。

60第
5
回
役
員
会

9
月

日
㈭
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

周
年
記
念
事
業

24

60

ほ
か
。

第
6
回
役
員
会

月

日
㈬
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

周
年
記
念
事
業

10

21

60

ほ
か
。

臨
時
役
員
会

月

日
㈬
大
分
西
部
公
民
館

周
年
記
念
準
備
。

11

13

60

臨
時
役
員
会

月

日
㈮
大
分
西
部
公
民
館

周
年
記
念
準
備
整

11

26

60

理
。

第
7
回
役
員
会

月

日
㈭
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

令
和
3
年
度
事
業

12

25

計
画
（
本
部
提
出
）
ほ
か
。

第
8
回
役
員
会

1
月

日
㈭
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

令
和
2
年
度
事
業

28

計
報
告
（
本
部
提
出
）
ほ
か
。

第
9
回
役
員
会

2
月

日
㈭
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

古
道
調
査
ほ
か
。

25
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第

回
役
員
会

3
月

日
㈭
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

定
期
総
会
各
種
議

10

24

案
審
議
ほ
か
。

・
会
計
監
査

日
時

4
月
6
日
㈫
（
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
）。

《
公
益
的
事
業
の
実
施
》

・
第
8
期
登
山
入
門
教
室

中
止
。

・
第

回
青
少
年
体
験
登
山
大
会
（
青
少
年
登
山
教
室
）
中
止
。

19

・
『山
の
日
登
山
』
ふ
る
さ
と
の
山
を
登
ろ
う

中
止
。

・
山
の
安
全
を
祈
る
集
い

日
時
＝
8
月
2
日
㈰

場
所
＝
池
の
小
屋
の
上
の
遭
難
慰
霊
碑
前

参
加
支
部
会
員

名
（
ほ
か
に
一
般
参
加
者

名
）。

42

13

・
ス
ズ
タ
ケ
枯
死
と
シ
カ
の
食
害
調
査

第

回

6
月

中
止
。

13
第

回

月
3
日
㈯
参
加
支
部
会
員

名

場
所
＝
本
谷
山
西
の
稜

14

10

10

線
調
査
記
録
。

・
清
掃
登
山

中
止
。

《
共
益
事
業
の
実
施
》

・
月
例
山
行

2
0
2
0
年
度
の
テ
ー
マ
「
県
境
の
山
を
登
る
」「
研
修
山

行
」

6
月

日
㈰

ハ
ナ
グ
ロ
山
（
1
0
8
6
ｍ
）
参
加
者

名
。

21

15

7
月

日
㈯

九
六
位
山
（
4
5
2
ｍ
）
参
加
者

名
。

17

18

8
月

日
㈯

へ
べ
山
（
9
5
0
ｍ
）
参
加
者

名
。

22

20

9
月

日
㈰

シ
シ
ガ
城
（
8
0
8
ｍ
）
参
加
者
9
名
。

13

月

日
㈯

保
慶
山
（
1
0
1
5
ｍ
）
参
加
者

名
。

10

16

14

月
8
日
㈰

尾
ノ
岳
（
1
0
4
1
ｍ
）
参
加
者

名
。

11

11

月

日
㈰

元
越
山
（
5
8
2
ｍ
）
忘
年
登
山
。

12

13

1
月

日
㈰

十
文
字
（
9
0
1
ｍ
）・
松
ヶ
鼻
（
8
7
5
ｍ
）
参
加
者

17
名
。

172
月

日
㈰

中
ノ
原
（
7
2
1
ｍ
）
参
加
者

名
。

14

16

3
月

日
㈰

亀
石
山
（
9
4
3
ｍ
）、
吉
武
山
（
9
2
6
ｍ
）
参
加
者

14
名
。

234
月

日
㈰

麻
生
釣
〜
涌
蓋
山
麓

中
止
。

25

・
リ
ー
ダ
ー
育
成
研
修

第
1
回

7
月

日
㈯

九
六
位
山
南
尾
根
。

18

第
2
回

8
月

日
㈯

ヘ
ベ
山
（
由
布
岳
）。

22

第
3
回

9
月

日
㈯

セ
ン
ゲ
ン
谷
（
傾
山
）。

19

第
4
回

月

日
㈯

大
谷
岩
場
（
高
崎
山
）。

11

14

第
5
回

1
月

日
㈰

霊
山
・
飛
来
山
。

24

第
6
回

2
月

日
㈮
〜

日
㈰

伯
耆
大
山
。

19

21

・
忘
年
登
山
お
よ
び
忘
年
会

月

㈰
元
越
山
（
5
8
2
ｍ
）
参
加
者

名
（
恒
例
の
忘
年
会
は
中

12

13

37

止
）。

・
喜
寿
お
祝
い
登
山

月

日
㈰

猟
師
山
（
1
4
2
3
ｍ
)
慶
祝
該
当
者
7
名
（
う
ち
4

10

21

名
出
席
）
参
加
者

名
。

45
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・
合
宿
登
山

中
止
。

・
支
部
ル
ー
ム
開
設
。

毎
月
第
1
金
曜
日
午
後
6
〜
9
時

大
分
市
西
部
公
民
館
研
修
室
を
借

り
上
げ
て
、
支
部
会
員
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
研
修
、
諸
会
議
等
の
場
と

し
て
定
期
開
設
。

《
支
部
創
立

周
年
記
念
行
事
》

60

・
記
念
集
会

月

日
㈯

記
念
式
典

時

分
〜

時

分
、
記

11

21

13

30

14

00

念
講
演
会

時

分
〜

時

分

講
師
＝
古
野
淳
（
日
本
山
岳
会

14

00

16

00

会
長
）
演
題
＝
「
エ
ベ
レ
ス
ト

」
ビ
デ
オ
放
映
「
コ
ー
・
イ
・
モ
ン

50

デ
ィ
峰
登
山
報
告
」（
1
9
6
5
年
）
参
加
者
1
0
1
名
（
支
部
会
員
の

み
）。

・
記
念
山
行

月

日
㈰

鎧
ケ
岳
（
8
4
0
ｍ
)
参
加
者

名
。

11

22

69

《
出
版
活
動
》

・
『新
・
大
分
百
山
』（『
大
分
百
山
』
3
訂
版
）

月

日

3
0
0
0
部

11

20

発
行
。

・
支
部
創
立

周
年
記
念
誌

月

日

2
5
0
部
発
行
。

60

11

20

・
｢支
部
報
」

号
（
春
季
号
・
4
月

日
）、

号
（
夏
季
号
・
7
月

89

25

90

25

日
）、

号
（
秋
季
号
・

月

日
）、

号
（
冬
季
号
・
1
月

日
）。

91

10

25

92

25

次
年
度
の
目
標
な
ど

コ
ロ
ナ
禍
が
い
つ
ま
で
続
く
か
ま
だ
展
望
が
見
え
な
い
中
、
当
分
の
間

は
い
か
に
し
て
コ
ロ
ナ
と
上
手
な
付
き
合
い
を
し
な
が
ら
登
山
活
動
を
進

め
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
前
年
度
は
中
止
し
た
事
業
も
含
め
て
、
総
会
で

決
め
た
各
種
の
事
業
を
、
三
密
回
避
な
ど
に
留
意
し
な
が
ら
実
践
し
て
い

く
な
か
で
、
支
部
の
活
性
化
と
会
員
の
拡
充
な
ど
を
目
指
す
こ
と
に
し
て

い
る
。

(飯
田
勝
之
)

■

宮

崎

支

部

令
和
2
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
翻
弄
さ
れ
た
1
年
で
あ
っ

た
。
支
部
活
動
も
大
幅
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
特
に
宮
崎
支
部
担

当
で
2
0
2
0
年
5
月
開
催
を
目
指
し
て
準
備
を
進
め
て
き
た
第

回
全

36

国
支
部
懇
談
会
は
、
次
第
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
の
た
め

月
開
催
に
延
期
し
た
が
、
夏
を
過
ぎ
て
も
終
息
の
兆
し
が
見

10

え
な
い
こ
と
か
ら
中
止
を
決
定
し
た
。
全
国
か
ら
1
7
0
名
を
超
え
る
会

員
が
参
加
を
希
望
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
こ
と
に
申
し
訳
な
い
結
果
と
な
っ

た
。例

年
開
催
し
て
い
る
公
益
事
業
の
中
で
、
7
月
に
予
定
し
た
一
般
公
募

型
の
「
と
き
め
き
家
族
登
山
」
お
よ
び

月
、
高
千
穂
町
と
の
共
催
で
開

11

催
を
予
定
し
た
「
第

回
宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

36

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
中
止
し
た
。
3
月
開
催
予
定
で
あ
っ
た
諸

塚
村
主
催
の
「
第

回
日
本
一
早
い
山
開
き
」
は
、
1
日
の
イ
ベ
ン
ト
型

36

か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で

日
間
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
方
式
と
し
て
行
な
わ
れ

23

た
。
例
年
ど
お
り
実
施
で
き
た
の
は
、
今
回
で

回
目
と
な
る
宮
崎
家
庭

27
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裁
判
所
委
託
補
導
登
山
、
宮
崎
市
近
郊
に
あ
り
市
民
の
憩
い
の
山
で
も
あ

る
双
石
山
清
掃
登
山
や
登
山
道
整
備
な
ど
で
あ
っ
た
。
共
益
事
業
と
し
て

の
定
例
山
行
、
月
例
山
岳
研
究
会
な
ど
の
支
部
行
事
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
よ
り
変
更
あ
る
い
は
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
以
下
に
概
要
を
記
す
。
新
年
度
に
入
り
コ
ロ
ナ
禍
は
落
ち
着
く
か
と

期
待
し
た
が
、
変
異
株
が
勢
い
を
増
し
依
然
と
し
て
安
心
で
き
な
い
状
況

が
続
い
て
い
る
。
引
き
続
き
感
染
対
策
を
万
全
に
し
た
上
で
可
能
な
範
囲

で
支
部
活
動
を
進
め
て
い
き
た
い
。

《
会
議
》

＊
令
和
2
年
度
宮
崎
支
部
通
常
総
会
：
4
月

日
㈯

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

18

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
書
面
表
決
と
し
た
。
提
出
し
た
議
案
に
対

し
、

名
中

名
か
ら
承
認
を
受
け
た
。

46

45

＊
支
部
役
員
・
委
員
長
会
議
：
毎
月
第
1
木
曜
日
に
計
画
し
た
。
う
ち
3

回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
臨
時
役
員
会
に

変
更
し
て
行
な
っ
た
（
延
べ
1
0
0
名
参
加
）。

＊
定
例
登
山
研
究
会
：
毎
月
第
1
木
曜
日
に
計
画
し
た
。
う
ち
5
回
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
中
止
し
た
（
延
べ
1
1
2

名
参
加
）。

《
公
益
事
業
》

＊
7
月

日

小
谷
登
山
道
植
樹
後
の
下
草
刈
り
作
業「
予
定
通
り
実
施
」

11
名
。

30
＊
7
月

日

と
き
め
き
家
族
登
山
「
中
止
」。

26

＊
8
月

日

山
の
日
関
連
事
業
「
中
止
」。

11

＊

月

日

小
谷
登
山
道
補
植
作
業
「
予
定
通
り
実
施
」

名
。

10

31

52

＊

月
3
日

第

回
宮
崎
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
「
中
止
」。

11

36

＊

月

日

第

回
宮
崎
家
庭
裁
判
所
委
託
補
導
登
山
「
予
定
通
り
実

11

18

27

施
」
8
名
。

＊

月

日

小
谷
登
山
口
周
辺
県
道
脇
清
掃
「
予
定
通
り
実
施
」
名
。

12

12

40

＊
3
月
6
〜

日

第

回
諸
塚
山
山
開
き
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
変
更
し
て

28

36

実
施
」。

＊
3
月

日

双
石
山
山
開
き
「
予
定
通
り
実
施
」

名
。

28

30

《
定
例
山
行
・
野
外
活
動
》

＊
4
月

日

4
月
定
例
山
行

遠
見
場
山
「
中
止
」。

25

＊
5
月
1
日

5
月
定
例
山
行
1

白
鳥
山
・
時
雨
岳
「
中
止
」。

＊
5
月

日

5
月
定
例
山
行
2

大
幡
山
「
中
止
」。

23

＊
6
月
7
日

6
月
定
例
山
行

韓
国
岳
「
予
定
通
り
実
施
」

名
。

23

＊
7
月

日

7
月
定
例
山
行

え
び
の
岳
「
中
止
」。

12

＊
8
月

日

8
月
定
例
山
行

く
る
そ
ん
峡
「
中
止
」。

15

＊
9
月
6
日

9
月
定
例
山
行
1

尾
鈴
山
「
中
止
」。

＊
9
月

日

9
月
定
例
山
行
2

え
び
の
岳
「
予
定
通
り
実
施
」
名
。

19

14

＊

月
4
日

月
定
例
山
行
1

日
向
岬
め
ぐ
り
「
予
定
通
り
実
施
」

10

10

名
。

20
＊

月

日

月
定
例
山
行
2

く
ん
ぱ
ち
山
「
予
定
通
り
実
施
」
5

10

24

10

名
。
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＊

月

日

月
定
例
山
行

尾
鈴
山
「
予
定
通
り
実
施
」

名
。

11

21

11

10

＊

月

日

清
掃
登
山
・
双
石
山
「
予
定
通
り
実
施
」

名
。

12

12

11

＊
1
月

日

1
月
定
例
山
行
1

小
松
山
「
中
止
」。

10

＊
1
月

日

1
月
定
例
山
行
2

薩
摩
街
道
「
中
止
」。

16

＊
2
月
7
日

2
月
定
例
山
行
1

釈
迦
ヶ
岳
「
中
止
」。

＊
2
月

日

2
月
定
例
山
行
2

薩
摩
街
道
「
予
定
通
り
実
施
」
名
。

20

13

（
注
：「
中
止
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
）

《
出
版
事
業
》

「
宮
崎
支
部
報
」
発
行

7
月

日
（

号
）、

月

日
（

号
）、
1

15

72

10

15

73

月

日
（

号
）。

15

74

(荒
武
八
起
)
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委
員
会
の
活
動
報
告

■

総
務
委
員
会

本
会
の
運
営
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
部
門
と
し
て
、
各
種
会
議
や
各
種
行
事
の
運

営
・
サ
ポ
ー
ト
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
各
種
資
料
の
作
成
、
販
売
品
の
企
画
・
販
売

な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
毎
月
第
1
・
3
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
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
。

し
か
し
、
令
和
2
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
応
の
た
め
、
委

員
会
は
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
）
で
開
催
し
、
行
事
も
減
っ
た
こ
と
か
ら
月
1

回
の
開
催
と
な
っ
た
。

1
・
新
入
会
員
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

9
月
5
日
㈯

会
員
番
号
1
6
5
3
1
〜
1
6
6
6
6
、
Ａ
0
2
5
5
〜

Ａ
0
3
1
5
の
合
計
2
2
6
名
対
象
。
会
場
は
本
部
ル
ー
ム
。

新
入
会
員
が
早
期
に
当
会
へ
の
理
解
を
深
め
、
ま
た
充
実
し
た
ク
ラ
ブ
ラ

イ
フ
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
そ
の
年
に
入
会
し
た
会
員
を
対
象
に
年
1
回
開
催

し
て
い
る
。
今
回
は
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の
感
染
予
防
の
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
開
催
し
た
。
役
員
の
挨
拶
の
後
、
会
の
歴
史
・
組
織
・
活
動
、
山
岳
保
険
、

ル
ー
ム
・
図
書
室
・
山
岳
研
究
所
な
ど
の
施
設
や
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
利
用

方
法
な
ど
を
動
画
も
交
え
て
説
明
し
た
。
ま
た
委
員
会
や
同
好
会
か
ら
、
オ

ン
ラ
イ
ン
あ
る
い
は
リ
ア
ル
で
参
加
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
を
し

た
。
従
来
は
集
会
室
で
役
員
、
委
員
会
、
同
好
会
関
係
者
を
交
え
た
懇
親
会

を
開
催
し
て
い
た
が
、
今
回
は
見
送
っ
た
。

2
・
同
好
会
連
絡
会
議

月

日
㈪

同
好
会
が
出
席
（

同
好
会
中
）

10

19

15

28

同
好
会
活
動
の
活
性
化
を
図
り
、
業
務
上
必
要
な
事
項
を
連
絡
す
る
た
め

に
年
1
回
開
催
し
て
い
る
。
令
和
2
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の
密
を
避

け
る
た
め
に
代
々
木
の
国
立
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
で

開
催
し
た
。

高
齢
化
に
よ
る
構
成
員
の
減
少
、
活
動
の
減
少
が
問
題
と
な
っ
た
。
休
眠

中
の
同
好
会
も
あ
っ
た
。
活
性
化
の
た
め
ア
イ
デ
ア
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
。

3
・
Ｊ
Ａ
Ｃ
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
製
作
と
販
売

会
員
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
（
一
般
も
購
入
可
能
）、
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ

ズ
を
企
画
・
製
作
し
て
い
る
。
年
次
晩
餐
会
を
中
心
に
ル
ー
ム
で
の
直
販
や

Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
販
売
し
て
い
る
が
、
令
和
2
年
度
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
晩

餐
会
が
中
止
に
な
っ
た
た
め
、
チ
ラ
シ
を
作
成
し
て
会
報
「
山
」
に
同
封
し

た
。
ま
た
、
グ
ッ
ズ
の
サ
イ
ト
を
ス
マ
ホ
用
の
デ
ザ
イ
ン
に
刷
新
し
た
。
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グ
ッ
ズ
は
、「
Ｈ
／
Ａ
／
Ｒ
／
Ｖ
／
Ｅ
／
Ｓ
／
Ｔ
」
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ネ
ッ

ク
ゲ
イ
タ
ー
と
シ
ュ
ー
ズ
バ
ッ
グ
を
新
た
に
作
成
。
多
く
が
売
り
切
れ
に
な

る
な
ど
好
評
を
博
し
た
。

4
・
支
部
合
同
会
議

9
月

日
㈯

プ
ラ
ザ
エ
フ
（
東
京
・
四
谷
）

：

〜

：

26

14

00

18

00

各
支
部
の
支
部
長
・
事
務
局
長
が
出
席
し
、
事
務
局
の
主
管
で
年
1
回
開

催
し
て
い
る
。
前
年
ま
で
は
1
泊
2
日
を
か
け
て
開
催
し
て
い
た
が
、
令
和

2
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
1
日
に
短
縮
し
た
。
会
場
に

は
、
支
部
長
お
よ
び
事
務
局
長
が

名
、
本
部
役
員
な
ど

名
、
計

名
が

14

16

30

出
席
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
利
用
し
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で

も
中
継
し
た
。
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
は
支
部
・
本
部
役
員
合
わ
せ
て

名
が
出
席
、

41

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
の
オ
ン
タ
イ
ム
で
の
閲
覧
は
約

名
（
後
日
の
閲
覧
者

40

は
1
0
0
名
以
上
）。

5
・
年
次
晩
餐
会

月
5
日
㈯

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
（
東
京
・
新
宿
）

12新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
中
止
。

6
・
入
会
希
望
者
へ
の
説
明
会

会
員
増
加
の
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
入
会
を
検
討
し
て
い
る
方
に
対

す
る
説
明
会
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
偶
数
月
の
第
4
金
曜

日
に
本
部
ル
ー
ム
で
行
な
っ
て
い
た
が
、
令
和
2
年
度
は
オ
ン
ラ
イ
ン
（
Ｚ

ｏ
ｏ
ｍ
）
に
よ
る
個
別
の
説
明
会
を
行
な
っ
た
。
令
和
2
年
度
は

名
に
説

40

明
を
行
な
い
、

名
が
入
会
し
た
。

30

(今
田
明
子
)

■

デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
（
Ｄ
Ｍ
）
委
員
会

Ｄ
Ｍ
委
員
会
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
よ
る
本
会
の
広
報
、
事
務
連
絡
の
支

援
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
公
益
社
団
法
人
と
し
て
の
公
開
情
報
お
よ
び

当
会
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
の
案
内
を
行
な
う
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
の

運
用
、
会
員
向
け
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
発
行
、
お
よ
び
会
務
に
関
わ
る
メ
ー
ル
の

運
用
管
理
を
1
9
9
7
年
以
降
行
な
っ
て
き
た
。
毎
月
定
例
会
議
を
開
催
す
る
の

に
加
え
て
、
必
要
に
応
じ
て
記
事
の
掲
載
、
編
集
検
討
を
行
な
う
な
ど
、
通
信
事

業
者
の
サ
ー
バ
ー
を
利
用
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
に
関
わ
る
運
用
を
行

な
っ
て
い
る
。
2
0
2
0
年
度
の
活
動
は
以
下
の
と
お
り
。

1
・
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
運
営

広
報
的
内
容
に
重
点
を
置
い
た
Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ
、
会
員
を
対
象
と
し
た
Ｒ
Ｏ
Ｏ

Ｍ
と
2
つ
に
分
け
て
い
た
構
造
を
1
つ
に
ま
と
め
る
作
業
は
細
部
の
構
築
ま

で
概
ね
完
了
し
、
各
支
部
の
個
性
を
生
か
し
た
Ｈ
Ｐ
の
制
作
公
開
を
進
め
る

と
と
も
に
、
委
員
会
、
支
部
な
ど
主
催
の
各
種
行
事
、
会
員
募
集
に
関
わ
る

記
事
を
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
て
い
る
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
だ
け
で
な
く
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら

も
手
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
内
容
の
見
直
し
を
図
っ
た
こ
と
で
、
管
理
の

利
便
性
が
向
上
し
た
。

2
・
メ
ー
ル
の
運
用

委員会の活動報告
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日
本
山
岳
会
の
会
務
、
委
員
会
、
支
部
、
同
好
会
の
活
動
を
支
援
す
る
た

め
、
本
会
独
自
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
ド
メ
イ
ン
）
の
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
を

運
用
し
て
い
る
。
種
類
は
⑴
通
常
の
メ
ー
ル
を
送
受
信
す
る
メ
ー
ル

⑵
特

定
の
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
た
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
な
ど
が
準
備
さ
れ
て
い

る
。

3
・
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の
発
行

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
は
サ
イ
ト
の
会
員
専
用
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す
る
た
め
の
パ

ス
ワ
ー
ド
を
申
請
し
た
会
員
、
お
よ
び
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
配
信
を
希
望
申
請

し
た
会
員
を
対
象
と
し
て
い
る
。
右
記
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
委
員

会
、
支
部
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
紹
介
に
リ
ン
ク
し
て
、
最
新
情
報
と
と
も
に
当

会
が
協
賛
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
、
登
山
関
連
の
有
用
な
ニ
ュ
ー
ス
・
情
報
提
供

を
目
的
に
概
ね
隔
週
に
発
行
し
て
い
る
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
Ｈ
Ｐ
で
公
開

し
て
い
る
。

4
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
へ
の
ア
ク
セ
ス
数
向
上
、
お
よ
び
外

部
へ
の
活
動
紹
介
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
、
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
、
Ｔ
ｗ
ｉ

ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
、
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
を
活
用
し
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
紹
介
を

し
て
い
る
。
一
般
登
山
者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
紹
介
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、

本
会
へ
入
会
す
る
事
例
も
増
え
、
本
会
の
広
報
に
有
効
に
機
能
し
て
い
る
。

5
・
雪
山
天
気
予
報
の
配
信

気
象
遭
難
防
止
を
目
的
に
、
北
ア
ル
プ
ス
エ
リ
ア
お
よ
び
八
ヶ
岳
エ
リ
ア

を
対
象
に
、
冬
期
は
年
末
年
始
を
中
心
に
、
春
期
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ウ
ィ
ー

ク
期
間
を
中
心
に
配
信
し
て
い
る
。

6
・
日
本
山
岳
会
が
所
有
す
る
図
書
お
よ
び
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
公
開

本
会
は
、
山
に
関
連
し
た
貴
重
な
図
書
や
資
料
を
所
有
す
る
。
過
去
の
貴

重
な
図
書
や
資
料
を
会
内
外
に
公
表
し
、
共
有
の
財
産
と
す
る
こ
と
が
望
ま

れ
る
。
ま
た
、
災
害
や
経
年
劣
化
な
ど
に
対
応
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
の
恒
久
的

保
存
を
目
的
と
し
、
順
次
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
デ
ジ
タ

ル
化
し
た
も
の
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
を
し
て
い
る
。

・
会
報
「
山
」
お
よ
び
機
関
誌
『
山
岳
』
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
、
創
刊
号
か
ら

現
在
ま
で
実
施
し
、
公
開
し
た
。

・
『エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
』
と
『
マ
ナ
ス
ル
初
登
』
の
遠
征
隊
記
録
を
ス
キ
ャ
ン

し
、
3
月
末
ま
で
全
て
の
作
業
が
完
了
し
た
。

・
『写
真
で
見
る
日
本
山
岳
会
の
1
0
0
年
』
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
、
Ｈ
Ｐ
で

公
開
し
た
。

・
『シ
ュ
ラ
ー
ギ
ン
ト
ワ
イ
ト
・
ア
ト
ラ
ス
』
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
、
Ｈ
Ｐ
で

公
開
し
た
。

・

枚
の
『
蘭
花
譜
』
木
版
画
の
画
像
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
作
業
が
全
て
完

97了
し
た
。

・
｢日
本
山
岳
会
所
蔵
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
映
像
」
4
0
0
余
り
の
Ｖ
Ｈ
Ｓ
お

よ
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
う
ち
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
に
著
作
権
が
あ
る
3
本
の
デ
ジ
タ
ル
化
の

準
備
を
進
め
て
い
る
。

7
・
Ｊ
Ａ
Ｃ
サ
ー
バ
ー
全
体
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

日
本
山
岳
会
は
Ｚ
ｅ
ｎ
ｃ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
双
方
の
サ
ー
バ
ー
を
レ
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ン
タ
ル
し
て
い
る
が
、
デ
ー
タ
を
紛
失
事
故
か
ら
守
る
た
め
、
サ
ー
バ
ー
全

体
の
ロ
ー
カ
ル
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
定
期
的
に
行
な
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｍ
委
員
会
は
、
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
の
編
集
に
さ
ら
に
改
善
を
加
え
る
べ
く

検
討
を
進
め
て
い
る
が
、
各
委
員
会
、
支
部
な
ど
に
は
記
事
の
充
実
の
た
め

に
会
報
へ
の
紹
介
と
併
せ
て
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
へ
の
イ
ベ
ン
ト
案
内
、
活
動
報

告
の
投
稿
（
ま
た
は
Ｄ
Ｍ
委
員
会
へ
の
原
稿
提
供
）
を
お
願
い
し
た
い
。

連
絡
先
：
internet@
jac.or.jp

(大
塚
幸
美
)

■

記
念
事
業
委
員
会

国
内
外
に
関
連
す
る
Ｐ
Ｊ
も
あ
り
、
2
0
1
9
年

月
に
中
国
湖
北
省
武
漢
市

12

の
原
因
不
明
の
肺
炎
の
集
団
発
生
か
ら
始
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
-
）
の
拡
大
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
1
年
で
あ
っ
た
。

19

①
グ
レ
ー
ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
Ｐ
Ｊ

2
月

日
ネ
パ
ー
ル
に
入
国
し
た
後
、
3
月
7
日
登
山
基
地
の
タ
プ
レ
ジ
ュ
ン

29

を
出
発
し
た
。
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
南
面
か
ら
グ
ン
サ
を
経
由
し
て
、
カ
ン

チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
北
面
Ｂ
Ｃ
に
向
か
う
途
中
、
カ
ト
マ
ン
ズ
か
ら
の
電
話
で
コ
ロ

ナ
禍
の
た
め
今
春
の
登
山
が
中
止
と
な
り
、
国
際
線
の
運
航
停
止
が
さ
れ
る
と
い

う
ニ
ュ
ー
ス
を
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
、
予
定
通
り
の
踏
査
を
行
な
う
こ
と
に
し

た
。
3
月

日
、
パ
ブ
ク
タ
ー
ル
の
湖
の
近
く
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
作
り
、
4

31

月
3
日
に
パ
ブ
ク
カ
ン
（
6
2
4
4
ｍ
）
の
登
山
を
開
始
し
た
が
、
6
日
、
5
9

2
0
ｍ
に
到
達
し
て
登
山
活
動
を
終
え
た
。
そ
の
後
、
オ
ラ
ン
チ
ュ
ン
ゴ
ー
ラ
〜

レ
レ
ッ
プ
を
経
て

日
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
下
の
カ
ト
マ
ン
ズ
に
戻
っ
た
。
そ
の
後

18

27

日
間
の
外
出
禁
止
を
経
て
、
5
月

日
、
ネ
パ
ー
ル
航
空
の
チ
ャ
ー
タ
ー
便
で
成

15

田
空
港
に
帰
着
し
、
そ
の
後
2
週
間
の
自
宅
待
機
と
な
っ
た
。

踏
査
中
は
フ
ェ
ー
ス
ブ
ッ
ク
で
行
程
を
公
開
、
カ
ト
マ
ン
ズ
帰
着
後
リ
モ
ー
ト

で
報
告
会
を
開
催
、
一
般
公
開
し
た
。
そ
の
様
子
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
配
信
、
ま

た
、
踏
査
中
の
画
像
を
英
語
表
記
で
公
開
し
て
い
る
。

②
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

50

5
月
に
予
定
し
て
い
た
「
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
1
年
延
期
さ
れ
た
た
め
に
、

ウ
エ
ブ
講
演
会
を
企
画
。
第
1
回
を

月
7
日「
み
ん
な
で
登
ろ
う
エ
ベ
レ
ス
ト
」

10

を
テ
ー
マ
に
近
藤
謙
司
氏
の
講
演
、
第
2
回
を
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
気
象
予
報
最
前
線
と

氷
河
の
行
方
」
を
テ
ー
マ
に
飯
田
肇
、
猪
熊
隆
之
氏
の
講
演
を
行
な
い
、
い
ず
れ

も
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
配
信
し
て
い
る
。

第
3
回
は

月
5
日
「
登
山
史
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー

―
マ
ロ
リ
ー
と
ア
ー

12

ヴ
ィ
ン
を
捜
し
て
―
」
を
テ
ー
マ
に
、
1
9
9
9
年
の
遺
体
捜
索
の
模
様
を
「
マ

ロ
リ
ー
捜
索
隊
」の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
米
コ
ロ
ラ
ド
州
在
住
の
ジ
ェ
イ
ク
・
ノ
ー

ト
ン
氏
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
講
演
会
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
月

日
か
ら
1
月

日
ま
で
、
板
橋
の
植
村
冒
険
館
を
会
場
に
し
て
、

12

12

11

「
写
真
で
振
り
返
る
日
本
人
の
エ
ベ
レ
ス
ト
」
展
を
開
催
し
た
。

③
日
本
山
岳
会
所
蔵
図
書
・
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
Ｐ
Ｊ

会
報
「
山
」
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
お
よ
び
公
開
、
会
報
「
山
」
総
目
次
の
掲
載
、『
山
岳
』

の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
と
公
開
、『
写
真
で
見
る
日
本
山
岳
会
の
1
0
0
年
』、『
シ
ュ
ラ
ー
ギ

委員会の活動報告
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ン
ト
ワ
イ
ト
ア
ト
ラ
ス
』
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
公
開
、『
蘭
花
譜
』
の
デ
ジ
タ
ル
化
と

公
開
、「
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
映
像
の
デ
ジ
タ
ル
化
」
の
た
め
の
確
認
作
業
を
デ
ジ
タ
ル

メ
デ
ィ
ア
委
員
会
、
資
料
映
像
委
員
会
の
協
力
を
得
て
行
な
っ
た
。

④
全
国
山
岳
古
道
調
査
Ｐ
Ｊ

9
月
の
全
国
支
部
合
同
会
議
で
、
調
査
の
骨
子
や
方
針
を
発
表
。
全
国
の
支
部

や
個
人
か
ら
の
調
査
対
象
の
推
薦
を
依
頼
。
ま
た
、
会
報
「
山
」
や
チ
ラ
シ
を
封

入
し
て
告
知
、
併
せ
て
「
全
国
山
岳
古
道
調
査
」
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
告
知
し
た
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
キ
ャ
ン
プ
Ｐ
Ｊ
、
山
の
天
気
ラ
イ
ブ
授
業
Ｐ
Ｊ
、
日
本
・
エ
ク
ア
ド

ル
外
交
関
係
樹
立
1
0
0
周
年
記
念
友
好
登
山
Ｐ
Ｊ
な
ど
の
実
施
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
中
断
し
た
。

(重
廣
恒
夫
)

■

支
部
事
業
委
員
会

2
0
2
0
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影
響
で
各
支
部
と
も
集
会
な
ど
の
開
催

が
制
限
さ
れ
、
全
国
支
部
懇
談
会
を
は
じ
め
多
く
の
事
業
が
中
止
あ
る
い
は
延
期

さ
れ
る
活
動
低
迷
の
年
で
あ
っ
た
。

＊
特
別
事
業
補
助
金

2
0
2
0
年
度
の
特
別
事
業
補
助
金
は
、
7
支
部
か
ら
の
応
募
が
あ
り
、
支
部

事
業
委
員
会
で
審
査
し
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
。
福
島
支
部
は
3
年
目
継
続
事
業

と
な
る
会
員
増
強
事
業
「
フ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
講
習
会
」、
埼
玉
支
部
は
3
年
目

継
続
事
業
と
な
る
会
員
増
強
事
業
「
第
3
期
埼
玉
や
ま
塾
」、
東
京
多
摩
支
部
は
3

年
目
継
続
事
業
と
な
る
リ
ー
ダ
ー
育
成
事
業
「
中
級
登
山
教
室
に
お
け
る
リ
ー

ダ
ー
育
成
」、
越
後
支
部
は
新
規
事
業
と
し
て
会
員
増
強
・
リ
ー
ダ
ー
育
成
・
そ
の

他
事
業
「
越
後
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ
育
成
3
ヶ
年
計
画
」、
関
西
支
部
は
3
年
目
継
続
事
業

と
し
て
会
員
増
強
・
そ
の
他
事
業
「
登
山
文
化
伝
承
」、
東
九
州
支
部
は
2
年
目
継

続
事
業
と
し
て
会
員
増
強
事
業
「
リ
ー
ダ
ー
育
成
の
た
め
の
研
修
事
業
」、
京
都
・

滋
賀
支
部
は
新
規
事
業
と
し
て
会
員
増
強
、
リ
ー
ダ
ー
育
成
、
そ
の
他
事
業
「
健

幸
登
山
教
室
」
の
7
事
業
が
承
認
さ
れ
、
総
額

万
円
の
補
助
金
が
助
成
さ
れ
た
。

83

＊
第

回
登
山
教
室
指
導
者
講
習
会

10
例
年
ど
お
り
2
月
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
非

常
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
た
め
、
次
年
度
4
月
に
延
期
と
な
っ
た
。
支
部
開
催

が
延
期
さ
れ
て
い
る
「
山
の
天
気
ラ
イ
ブ
授
業
」
は
講
習
内
容
と
し
て
開
催
予
定
。

＊
山
の
天
気
ラ
イ
ブ
事
業

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
た
め
検
討
さ
れ
て
い
た
神
奈
川
支
部
の
企
画
が
中
止
さ

れ
た
。

＊
全
国
支
部
懇
談
会

宮
崎
支
部
で
開
催
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
た
め
中
止

さ
れ
た
。
ま
た
、
来
年
度
は
東
海
支
部
の
予
定
で
あ
っ
た
が
中
止
と
な
っ
た
。

(宮
崎
紘
一
)

■

資
料
映
像
委
員
会

令
和
2
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、
例
年
と
は
環
境
の
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異
な
る
状
態
で
の
会
務
と
な
っ
た
。

1
・
第

回
全
国
山
岳
博
物
館
等
連
絡
会
議
の
開
催

24
・
全
国
山
岳
博
物
館
等
連
絡
会
議
は
、
全
国
の
山
岳
関
連
博
物
館
な
ど
を
結

び
付
け
る
、全
国
で
唯
一
の
会
議
体
で
あ
り
、山
岳
関
係
館
の
情
報
交
換
・

連
携
を
通
し
て
、
山
岳
文
化
の
促
進
に
寄
与
し
て
い
る
。
今
年
は
コ
ロ
ナ

禍
の
た
め
、

月

日
㈯
に
ｗ
ｅ
ｂ
会
議
に
て
開
催
し
た
（
博
物
館
な
ど

11

28

6
館
、
本
会
か
ら
理
事
と
委
員

名
、
傍
聴
者
1
名
が
参
加
）。
出
席
2
館

11

か
ら
の
話
題
提
供
と
各
館
よ
り
情
報
提
供
と
意
見
交
換
を
行
な
っ
た
。
24

年
に
わ
た
り
継
続
し
て
い
る
会
議
で
、
本
年
も
参
加
館
同
士
の
連
携
お
よ

び
本
会
と
の
協
力
関
係
を
強
め
る
有
意
義
な
会
議
と
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍

で
各
館
と
も
企
画
展
や
行
事
が
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
思
い
ど
お
り
に

な
ら
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。

2
・
絵
画
・
資
料
・
映
像
資
料
の
保
存
と
活
用

・
収
蔵
絵
画
・
資
料
（
登
録
5
0
0
件
、
個
別
資
料
数
1
0
0
0
点
）
お
よ

び
映
像
資
料
（
3
8
0
タ
イ
ト
ル
）
の
保
管
・
管
理
・
調
査
を
継
続
実
施

し
た
。

・
本
会
資
料
室
に
保
管
し
切
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
。

・
創
立
1
2
0
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
所
蔵
絵
画
の
ｗ
ｅ
ｂ
公
開
の
た
め

『
蘭
花
譜
』
の
写
真
撮
影
（

点
）
を
行
な
っ
た
。
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
の

97

一
環
で
、
画
像
デ
ー
タ
と
ア
ル
バ
ム
を
作
成
し
保
管
し
た
。

・
資
料
の
外
部
対
応
（
博
物
館
、
新
聞
社
、
雑
誌
社
な
ど
へ
の
貸
出
し
8
件
、

問
合
せ
4
件
）、
資
料
の
受
入
れ
（
寄
贈
受
入
れ
3
件
）。

3
・
企
画
展
「
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
記
念

写
真
で
振
り
返
る
日
本
人
の
エ

50

ベ
レ
ス
ト
展
」
を
行
な
っ
た
（
本
会
主
催
、
於
東
京
都
板
橋
区
・
植
村
冒
険

館
、
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
）。

50

4
・
『写
真
で
見
る
日
本
山
岳
会
の
1
0
0
年
』（
資
料
映
像
委
員
会
編
集
、
日
本

山
岳
会
発
行
済
）
の
デ
ジ
タ
ル
化
・
ｗ
ｅ
ｂ
公
開
に
伴
い
、
改
め
て
校
正
、

誤
表
記
の
修
正
を
行
な
っ
た
（
修
正
済
ｗ
ｅ
ｂ
掲
載
中
）。

5
・
本
部
1
0
2
号
室
（
資
料
収
蔵
室
）
の
カ
ビ
対
策

梅
雨
期
の
悪
天
候
と
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
人
の
出
入
り
減
少
で
、
部
屋
の
空

調
条
件
の
適
正
維
持
が
難
し
く
な
り
カ
ビ
が
大
発
生
し
た
。
1
0
2
号
室
の

温
度
・
湿
度
の
計
測
管
理
を
実
施
。
令
和
3
年
度
燻
蒸
作
業
を
行
な
う
計
画

を
立
案
し
た
。
資
料
の
燻
蒸
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
が
落

ち
着
き
次
第
、
実
施
を
予
定
し
て
い
る
。

6
・
委
員
会
の
広
報
活
動
の
取
り
組
み

登
山
史
上
の
資
料
か
ら
美
術
お
よ
び
映
像
作
品
ま
で
貴
重
な
資
料
を
収
蔵

し
て
お
り
、
登
山
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
的
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る

の
も
本
会
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
。「
エ
ベ
レ
ス
ト
展
」
や
『
写
真
で
見
る
日

本
山
岳
会
の
1
0
0
年
』
の
公
開
な
ど
は
、
本
委
員
会
の
活
動
や
所
蔵
山
岳

資
料
に
つ
い
て
会
内
外
に
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
と
な
っ
た
。
ま
た
、
全
国

山
岳
博
物
館
等
連
絡
会
議
を
通
じ
日
本
山
岳
会
の
紹
介
も
行
な
っ
た
。

(溝
口
洋
三
)
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■

科
学
委
員
会

科
学
委
員
会
は
山
の
自
然
の
持
つ
魅
力
を
科
学
の
目
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
、

登
山
を
よ
り
楽
し
く
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
や
、
よ
り
安
全
な
登
山
に
不
可
欠

な
地
図
や
装
備
、
食
料
な
ど
に
関
す
る
科
学
的
知
識
を
登
山
愛
好
者
に
伝
え
る
こ

と
を
目
的
に
活
動
し
て
い
る
。
委
員
会
が
年
間
で
実
施
し
て
き
た
イ
ベ
ン
ト
に
は

「
フ
ォ
ー
ラ
ム

自
然
を
楽
し
く
す
る
科
学
」、
科
学
的
に
興
味
深
い
自
然
を
実
地

踏
査
す
る
「
探
索
山
行
」、
委
員
同
士
の
研
鑽
の
た
め
に
実
施
す
る
「
研
修
山
行
」

や
「
内
部
研
修
」
が
あ
る
が
、
2
0
2
0
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

蔓
延
の
た
め
、残
念
な
が
ら
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

厳
し
い
状
況
の
中
、
毎
月
実
施
し
て
い
る
委
員
会
例
会
を
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
リ

モ
ー
ト
会
議
と
し
て
継
続
、
必
要
最
小
限
の
委
員
会
活
動
を
続
け
て
い
る
の
が
実

態
で
あ
る
。
以
下
に
は
本
年
度
中
に
実
施
し
た
事
項
を
記
す
。

1
・
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
展
示
へ
の
協
力（
公
益
事
業
）

50

2
0
2
1
年
に
豊
岡
市
で
開
催
さ
れ
る
予
定
の
表
記
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
エ

ベ
レ
ス
ト
の
成
因
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
展
示
に
協
力
。

2
・
｢山
の
マ
ナ
ー
ノ
ー
ト
」
の
作
成
配
布
（
公
益
事
業
）

医
療
委
員
会
、
自
然
保
護
委
員
会
と
の
協
働
で
作
成
し
た
「
山
の
マ
ナ
ー

ノ
ー
ト
」
は
日
本
語
版
6
万
部
、
英
語
版
1
万
部
を
印
刷
、
全
国
の
登
山
基

地
や
山
小
屋
、
観
光
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
配
布
し
た
。

3
・
｢山
の
安
全
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
作
成
（
公
益
事
業
）

遭
難
対
策
委
員
会
、
医
療
委
員
会
と
の
協
働
で
本
年
度
中
の
刊
行
を
期
し

て
作
業
を
進
め
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
中
断
し
て
い
る
。

4
・
研
修
山
行
（
共
益
事
業
）

ほ
と
ん
ど
の
活
動
が
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
か
、「
岩
殿
山
礫
岩
層
、

猿
橋
溶
岩
流
の
踏
査
」
を
テ
ー
マ
に

月

日
㈰
、
講
師
2
名
を
含
む

名

11

29

16

の
参
加
で
実
施
し
た
。

5
・
内
部
研
修
（
共
益
事
業
）

委
員
の
相
互
研
鑽
を
目
的
に
委
員
が
講
師
と
な
っ
て
例
会
中
で
行
な
っ
て

き
た
内
部
研
修
は
、
本
年
度
は
「
奥
武
蔵
古
道
を
辿
る
里
修
験
峰
入
り
道
」、

「
山
で
見
つ
け
た
自
然
の
不
思
議
」
の
2
テ
ー
マ
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

来
年
度
こ
そ
委
員
各
位
の
協
力
の
も
と
、
2
年
間
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
探
索
山
行
を
再
開
し
、活
発
な
事
業
の
展
開
を
図
り
た
い
。

(平
野
裕
也
)

■

会
報
編
集
委
員
会

前
年
度
同
様
、
出
版
社
で
編
集
経
験
の
あ
る
節
田
重
節
（
会
員
番
号
6
7
2
0
）

と
原
邦
三
会
員
（
同
9
0
8
0
）
の
ふ
た
り
で
毎
月
、
編
集
作
業
を
分
担
し
て
進

行
し
た
。
読
物
や
論
説
、
イ
ベ
ン
ト
・
会
議
な
ど
の
報
告
、
本
部
か
ら
の
お
知
ら

せ
な
ど
前
半
部
を
節
田
が
受
け
持
ち
、後
半
部
の
い
わ
ゆ
る「
決
ま
り
も
の
」ペ
ー

ジ
を
原
会
員
が
担
当
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
の
た
め
本
部
並
び
に
各
支
部
の
イ
ベ
ン
ト
や
会
議
が
軒
並
み
中
止
ま
た
は
延
期
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と
な
り
、
正
直
、
毎
月
の
会
報
の
ネ
タ
探
し
に
苦
労
し
た
1
年
で
あ
っ
た
。
初
め

て
「
島
の
山
旅
へ
の
誘
い
」
と
い
う
連
載
記
事
を
載
せ
た
が
、
原
稿
確
保
の
意
味

も
あ
っ
て
企
画
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
会
報
は
本
来
、
会
員
た

ち
の
自
由
な
発
表
の
場
で
あ
る
。
ペ
ー
ジ
に
余
裕
の
あ
る
今
こ
そ
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん

に
、
積
極
的
に
ご
投
稿
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

昨
年
の
製
作
費
総
額
は
9
4
8
万
5
4
9
6
円
で
、
対
前
年
比

万
1
4
5
5

28

円
の
増
と
な
っ
て
い
る
。
印
刷
・
製
本
費
の
若
干
の
増
加
と
、
発
送
作
業
費
の
値

上
が
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
内
訳
は
印
刷
・
製
本
費
が
3
7
7
万
6
0
5
0
円

で
、月
平
均

万
4
6
7
1
円
。
発
送
作
業
費
が
4
5
3
万
7
0
5
3
円
、通
信
・

31

運
搬
費
が

万
8
8
8
3
円
、
編
集
費
が
1
0
1
万
1
6
0
0
円
、
写
真
原
稿
料

11

が
4
万
1
9
1
0
円
と
な
っ
て
い
る
。

(節
田
重
節
)

■

『
山
岳
』
編
集
委
員
会

機
関
紙
『
山
岳
』
第
百
十
五
年
（
2
0
2
0
年
）
は
、
担
当
の
神
長
幹
雄
編
集

長
以
下
、
節
田
重
節
委
員
を
中
心
に
昨
年
と
同
様
の
ス
タ
ッ
フ
で
編
集
作
業
が
進

め
ら
れ
、
8
月
下
旬
に
発
刊
さ
れ
た
。
2
0
2
0
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
が
続
き
、
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
る
よ
う
要
請
さ
れ
、
な
か
な
か

打
ち
合
わ
せ
も
で
き
ず
、
編
集
作
業
も
滞
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
影

響
も
受
け
て
、
8
月
の
発
行
が
常
態
化
し
て
し
ま
っ
た
が
、
な
ん
と
か
下
旬
に
は

会
員
の
も
と
へ
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

表
紙
は
、
こ
の
号
か
ら
画
家
で
写
真
家
で
あ
る
小
谷
明
さ
ん
の
画
を
使
わ
せ
て

も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
エ
ベ
レ
ス
ト
、
ロ
ー
ツ
ェ
と
名
峰
ア
マ
・
ダ
ブ
ラ
ム
を

望
む
画
は
、『
山
岳
』
の
表
紙
に
ふ
さ
わ
し
い
力
強
い
も
の
と
な
っ
た
。

今
号
は
少
し
趣
向
を
変
え
て
「
特
集
」
ペ
ー
ジ
を
作
る
こ
と
に
し
た
。

2
0
2
0
年
は
、
日
本
山
岳
会
隊
が
エ
ベ
レ
ス
ト
に
初
登
頂
し
て

年
の
節
目

50

の
年
に
当
た
る
。
そ
こ
で
4
つ
の
視
点
か
ら

年
を
振
り
返
る
特
集
を
組
ん
で
み

50

た
。
1
9
7
0
年
の
日
本
山
岳
会
隊
の
成
り
立
ち
や
意
義
、
成
果
な
ど
を
改
め
て

検
証
し
て
み
よ
う
と
い
う
企
画
だ
っ
た
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
表
に
出
て
こ
な
か
っ
た
ス
キ
ー
隊
の
動
向
に
も
注
目

し
な
が
ら
、
日
本
山
岳
会
の
「
山
」『
山
岳
』
な
ど
の
資
料
を
駆
使
し
て
、
新
聞
記

者
で
も
あ
っ
た
江
本
嘉
伸
会
員
に
長
文
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
続
い

て
神
﨑
忠
男
、
鹿
野
勝
彦
、
嵯
峨
野
宏
の
3
人
の
隊
員
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
、
当

時
の
登
山
隊
を
振
り
返
っ
て
も
ら
う
座
談
会
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
第
2
次
登
頂

者
の
平
林
克
敏
会
員
に
は
、登
頂
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
手
記
で
綴
っ
て
も
ら
い
、

最
後
に
池
田
常
道
会
員
に
は
、
そ
の
後
の
エ
ベ
レ
ス
ト
と
日
本
人
と
の
か
か
わ
り

を
中
心
に
俯
瞰
し
て
も
ら
っ
た
。「
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂

周
年
」
と
い
う
1
0
0

50

ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
大
特
集
に
な
っ
た
が
、
当
時
を
知
る
隊
員
が
欠
け
て
い
く
な
か

で
、
記
録
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
も
再
認
識
で
き
た
と
思
う
。

記
録
は
3
本
掲
載
し
た
。
3
回
目
の
挑
戦
で
厳
冬
期
の
剱
岳
北
方
稜
線
を
完
全

縦
走
し
た
佐
藤
勇
介
氏
ら
の
記
録
は
、
剱
岳
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
渾
身
の
レ

ポ
ー
ト
と
な
っ
た
。
続
い
て
静
岡
支
部
の
大
島
康
弘
会
員
に
よ
る
本
州
分
水
嶺
縦

走
の
記
録
は
、
竜
飛
岬
か
ら
上
越
国
境
・
三
国
峠
ま
で
、

年
間
を
か
け
て
都
合

18
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回
の
山
行
で
踏
破
し
た
苦
労
が
し
の
ば
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
最
後
は
河
口
慧

40海
の
足
跡
を
追
っ
て
、
西
ネ
パ
ー
ル
の
ド
ル
ポ
や
ム
ス
タ
ン
な
ど
辺
境
の
地
に

通
っ
た
稲
葉
香
氏
に
よ
る
踏
査
の
記
録
で
、
読
み
応
え
の
あ
る
貴
重
な
レ
ポ
ー
ト

と
な
っ
た
。

調
査
・
研
究
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
も
の
と
な
っ
た
。
明
治
大
学
名
誉
教
授

の
小
疇
尚
会
員
に
よ
る
上
高
地
、
岳
沢
の
氷
河
地
形
に
関
す
る
考
察
は
、
涸
沢
や

槍
沢
な
ど
と
比
べ
て
も
、
そ
の
氷
河
地
形
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
が
少
な
か
っ

た
だ
け
に
注
目
さ
れ
る
論
考
と
な
っ
た
。
木
下
喜
代
男
会
員
に
よ
る
奥
飛
騨
の
登

山
案
内
人
た
ち
、
特
に
近
代
登
山
の
黎
明
期
に
お
け
る
彼
ら
の
活
躍
と
素
顔
は
興

味
深
い
も
の
が
あ
る
。
熊
本
支
部
の
田
上
敏
行
会
員
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
や
山

麓
の
旧
家
に
残
る
日
記
な
ど
か
ら
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
旅
程
を
推
定
し
て
、
登
山
中
の

足
取
り
を
再
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
田
村
俊
介
会
員
に
よ
る
パ
ミ
ー
ル
に
関
す
る

考
察
で
は
、「
パ
ミ
ー
ル
高
原
」と
い
う
名
称
に
疑
問
を
呈
し
、な
お
最
近
の
パ
ミ
ー

ル
の
登
山
事
情
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

紀
行
は
2
本
で
、
と
も
に
中
央
ア
ジ
ア
に
関
す
る
ほ
ぼ
半
世
紀
ぶ
り
の
探
訪
記

が
並
ん
だ
。
吉
川
正
幸
会
員
の
コ
ー
カ
サ
ス
と
高
橋
善
護
会
員
の
ヒ
ン
ズ
ー
・
ク

シ
ュ
の
再
訪
記
で
、
と
も
に
半
世
紀
の
時
を
経
て
再
訪
し
た
懐
か
し
い
山
々
や
歴

史
上
の
考
察
な
ど
が
旅
行
記
の
随
想
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
英
文
サ
マ
リ
ー
は
、東
京
多
摩
支
部
の
石
塚
嘉
一
会
員
に
お
願
い
し
た
。

ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ズ
で
活
躍
さ
れ
た
石
塚
会
員
に
よ
っ
て
、
英
文
サ
マ
リ
ー
を
短

期
間
で
英
訳
し
て
も
ら
え
た
が
、
改
め
て
日
本
山
岳
会
の
豊
富
な
人
材
を
再
認
識

さ
せ
ら
れ
た
。

な
お
、
昨
年
は
特
集
の
編
集
ペ
ー
ジ
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、
製
作
費
総
額

は
4
2
0
万
8
0
7
2
円
。
内
訳
は
、
印
刷
・
製
本
費
3
4
3
万
円
、
発
送
作
業
・

封
筒
代

万
6
9
0
9
円
、
編
集
費

万
8
7
7
0
円
、
そ
の
他
経
費
1
万
3
6

66

50

0
8
円
。
印
刷
部
数
は
4
8
0
0
部
で
あ
っ
た
。

(神
長
幹
雄
)

■

図
書
委
員
会

2
0
2
0
年
度
の
図
書
委
員
会
は
、
ほ
か
の
委
員
会
と
同
様
、
コ
ロ
ナ
禍
に
振

り
回
さ
れ
た
1
年
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

委
員
長
に
就
任
し
て
2
年
、
よ
う
や
く
図
書
委
員
会
の
あ
り
方
が
少
し
理
解
で

き
て
き
た
矢
先
の
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
で
、
残
念
な
が
ら
リ
ア
ル
な
形
で
の
活
動

は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。

日
本
有
数
の
山
岳
図
書
館
と
し
て
、
蔵
書
の
保
管
と
そ
の
さ
ら
な
る
充
実
、
そ

し
て
多
く
の
利
用
者
に
便
宜
を
図
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
き
た
が
、
前
者
は
あ
る

程
度
達
成
で
き
た
も
の
の
、
後
者
は
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
来
場
利
用
者
が
激
減
し
て

し
ま
っ
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
に
図
書
室
が
あ
る
た
め
、
そ
の
利
用
に
制
限
が

か
か
り
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
私
設
の

山
岳
図
書
館
の
構
想
も
あ
り
、
今
後
も
コ
ロ
ナ
禍
と
の
関
わ
り
を
見
な
が
ら
図
書

室
の
あ
り
よ
う
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
書
館
ソ
フ
ト

「
情
報
館
」
の
見
直
し
も
、
担
当
者
と
直
接
細
か
い
部
分
で
の
話
が
で
き
ず
、
料
金

面
も
含
め
て
検
索
機
能
の
改
善
な
ど
、新
た
な
方
策
を
探
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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図
書
委
員
会
の
歴
史
や
伝
統
を
い
か
に
若
い
会
員
に
引
き
継
い
で
い
け
る
か
が

昨
年
度
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、「
山
岳
史
懇
談
会
」
も
「
山
岳
図
書
を
語
る
夕
べ
」

も
、
会
員
外
も
含
め
た
リ
ア
ル
な
催
し
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。「
山
岳
図

書
を
語
る
夕
べ
」
は
、
昨
年
4
月
に
岡
田
喜
秋
氏
を
迎
え
て
準
備
を
進
め
て
い
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
中
止
。
そ
の
後
、
リ
ア
ル
な
講
演
会
活
動
は
ま
っ
た
く

で
き
な
か
っ
た
が
、
唯
一
、

月

日
、
Ｍ
Ｃ
Ｃ
の
読
書
会
に
打
田
鍈
一
氏
を
招

12

16

き
、
リ
ア
ル
と
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
双
方
で
開
催
、
図
書
委
員
の
一
部
も
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

例
年
好
評
だ
っ
た
「
図
書
交
換
会
」
も
年
次
晩
餐
会
が
中
止
に
な
っ
た
こ
と
で
、

開
催
で
き
な
か
っ
た
。
首
都
圏
の
会
員
だ
け
で
な
く
地
方
の
支
部
会
員
も
参
加
で

き
る
た
め
、
交
流
の
場
と
し
て
も
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
開
催
は
コ
ロ
ナ
禍
の

終
息
次
第
で
あ
る
。
次
回
の
図
書
交
換
会
の
再
開
が
待
た
れ
る
。

2
0
2
0
年
度
は
、
記
念
事
業
委
員
会
の
「
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
Ｐ
Ｊ
の
一
環

と
し
て
、
昨
年

月
か
ら
1
ヶ
月
、
東
京
・
板
橋
の
植
村
冒
険
館
で
写
真
展
を
開

12

催
し
た
。
そ
の
際
、
エ
ベ
レ
ス
ト
登
頂
関
連
の
書
籍
も
展
示
、
4
0
0
人
以
上
の

来
場
者
が
あ
り
、
写
真
展
も
大
変
好
評
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
活
動
と
と
も
に
、
毎
月
の
例
会
で
、
各
出
版
社
か
ら
送
ら
れ
て
く
る

書
籍
を
選
択
し
、
会
報
「
山
」
へ
の
掲
載
の
選
定
、
執
筆
の
依
頼
を
し
て
「
図
書

紹
介
」
欄
に
発
表
す
る
活
動
も
し
て
い
る
。
紹
介
す
る
本
の
選
定
↓
執
筆
者
の
選

定
↓
依
頼
↓
原
稿
の
入
稿
ま
で
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
行
な
う
の
が
図
書
委
員
会
の

役
割
で
あ
る
。
昨
年
度
は
や
は
り
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、「
山
」
の
ペ
ー
ジ
に
空
き

が
で
き
た
た
め
、
ほ
ぼ
毎
月
の
よ
う
に
山
岳
書
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
、
広
く

会
員
に
も
図
書
紹
介
欄
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

昨
年
度
は
リ
ア
ル
な
図
書
委
員
会
を
毎
月
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
リ
ア
ル

と
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
併
用
、
も
し
く
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
み
の
委
員
会
し
か
開
催
で
き
な

か
っ
た
。
特
に
リ
ア
ル
な
委
員
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
委
員
に
は
課
題
の
残
る

年
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

(神
長
幹
雄
)

■

「
山
の
日
」
事
業
委
員
会

｢山
の
日
」
が
国
民
の
祝
日
に
な
っ
て
か
ら
5
年
目
の
2
0
2
0
年
。
日
本
山

岳
会
に
と
っ
て
一
つ
の
転
機
が
訪
れ
た
年
だ
っ
た
と
思
う
。
祝
日
「
山
の
日
」
制

定
の
趣
旨
、理
念
を
共
有
し
て
活
動
す
る
一
般
財
団
法
人
全
国
山
の
日
協
議
会（
以

下
全
国
協
議
会
）
と
の
連
携
を
強
め
る
動
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

＊
年
度
初
め
の
事
業
委
員
会
。（
在
籍
メ
ン
バ
ー
は

人
）

14

諸
事
情
で
初
回
が
8
月

日
に
ず
れ
込
ん
だ
が
、
委
員
7
人
と
全
国
協
議
会
の

14

梶
正
彦
理
事
長
（
役
員
の
改
選
に
よ
り
6
月
就
任
）
が
ル
ー
ム
の
集
会
室
に
顔
を

そ
ろ
え
た
。
委
員
2
人
が
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
し
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
古
野
会
長
ら
6
人
が

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
し
た
。

当
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
全
国
協
議
会
常
務
理
事
（
事
務
局
長
）
の
手
塚
友
恵

と
梶
理
事
長
か
ら
協
議
会
の
第
2
期
活
動
計
画
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。「
山

の
日
」
運
動
が
よ
り
広
範
な
支
持
と
参
加
を
得
る
た
め
の
活
動
展
開
（
有
効
な
情

報
発
信
、
効
率
的
な
運
営
に
向
け
て
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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の
構
築
な
ど
）、
組
織
の
強
化
（
活
動
を
支
え
る
賛
助
会
員
の
勧
誘
、
資
金
の
確
保

な
ど
）
が
当
面
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
日
本
山
岳
会
に
対
し
、
第
2
期
活

動
へ
の
強
い
協
力
要
請
が
あ
り
、
意
見
交
換
し
た
。

＊
2
回
目
の
事
業
委
は

月

日
に
ル
ー
ム
で
開
か
れ
た
（
出
席
者
は
7
人
）。

10

23

引
き
続
き
全
国
協
議
会
と
の
連
携
・
協
働
が
議
題
と
な
り
、
山
岳
会
1
2
0
周

年
記
念
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ
た
「
全
国
山
岳
古
道
調
査
」
で
の
連
携
が
検
討
さ

れ
た
。

全
国
各
支
部
へ
の
働
き
掛
け
で
は
、
前
年
度
か
ら
の
申
し
送
り
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
禍
の
影
響
で
社
会
全
体
が
停
滞
し
て
い
る
情
勢
か
ら
、
会
報
『
山
』
な

ど
の
媒
体
を
使
っ
た
活
動
に
集
中
す
る
」
を
受
け
て
、
運
動
を
活
性
化
す
る
た
め

の
情
報
提
供
に
重
点
を
置
い
た
。
会
報
「
山
」
で
の
シ
リ
ー
ズ
企
画
《
地
域
発
「
山

の
日
」
レ
ポ
ー
ト
》
が

月
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
山
梨
支
部
（
北
原
孝
浩
）、

10

11

月
＝
越
後
（
桐
生
恒
治
）、

月
＝
小
林
千
穂
さ
ん
（
山
梨
県
在
住
、
全
国
協
議
会

12

ア
ン
バ
サ
ダ
ー
）、
1
月
＝
群
馬
（
根
井
康
雄
）、
2
月
＝
広
島
（
前
垣
壽
男
）、
3

月
＝
東
九
州
（
加
藤
英
彦
）
と
続
い
て
い
る
。

＊
3
回
目
は
年
明
け
の
2
月
8
日
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
に

人
が
参
加
し
、

10

次
年
度
の
事
業
計
画
、
予
算
請
求
な
ど
を
審
議
し
た
。

当
事
業
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
異
動
が
あ
っ
た
。
栃
木
県
に
住
ん
で
ア
ウ
ト
ド

ア
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
水
野
雅
章
が
加
わ
り
、
直
江
俊
弐
が
退
会
（
退
任
）

し
た
。
来
期
の
委
員
長
は
成
川
か
ら
久
保
田
賢
次
に
代
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
2
0
2
0
年
。
目
立
っ

た
事
業
展
開
は
な
い
。
4
月
に
は『
山
の
日
マ
ガ
ジ
ン
ン
2
0
2
0
―
山
を
知
る
。

日
本
を
知
る
。
―
」
が
全
国
協
議
会
か
ら
発
刊
さ
れ
た
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
は
編
集
に
協
力

し
た
。
特
集
記
事
の
ト
ッ
プ
「
九
州
の
山
と
自
然
を
知
ろ
う
」
の
筆
者
は
元
熊
本

支
部
長
の
工
藤
文
昭
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
大
分
県
で
開
催
予
定
の
山
の
日
記
念

全
国
大
会
は
中
止
（
1
年
延
期
）
と
な
っ
た
。

2
0
2
1
年
度
の
活
動
に
か
か
わ
る
「
山
岳
基
本
法
」（
仮
称
）
に
つ
い
て
記
し

て
お
き
た
い
。
山
の
国
・
日
本
に
環
境
保
全
、
持
続
可
能
な
開
発
・
利
用
な
ど
の

基
本
理
念
を
定
め
た
「
基
本
法
（
親
法
）」
を
作
ろ
う
と
い
う
、
昨
年
6
月
以
降
の

動
き
で
あ
る
。
国
や
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
国
民
に
総
合
的
な
施
策
を
促
す

た
め
の
法
律
づ
く
り
で
あ
る
。

事
案
は
国
会
マ
タ
ー
で
は
あ
る
が
、
発
起
人
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い

る
の
は
全
国
山
の
日
協
議
会
や
日
本
山
岳
会
な
ど
。
組
織
と
し
て
ど
う
取
り
組
む

か
、
難
し
い
と
こ
ろ
だ
。

(成
川
隆
顕
)

■

国
際
委
員
会

国
際
委
員
会
は
、
2
0
2
0
年
度
に
左
記
の
活
動
を
行
な
っ
た
。

①
海
外
か
ら
の
問
合
せ
へ
の
対
応

年
間
を
通
じ
て
、
海
外
か
ら
の
問
合
せ
に
対
応
を
し
て
い
る
。
内
容
と
し

て
は
、
⑴
日
本
の
山
に
行
き
た
い
か
ら
情
報
を
教
え
て
欲
し
い
と
い
う
問
合

せ
、
⑵
日
本
人
の
登
攀
記
録
や
歴
史
の
資
料
な
ど
の
リ
サ
ー
チ
リ
ク
エ
ス

ト
、
に
大
別
さ
れ
る
。
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⑴
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
、
さ
す
が
に
今
年
度
は
少
な
か
っ
た
が
、
こ

れ
ま
で
に
北
ア
ル
プ
ス
を
縦
走
し
た
い
と
い
う
一
般
的
な
も
の
か
ら
、「
ブ

リ
街
道
」
を
歩
き
た
い
と
い
う
〈
通
〉
な
リ
ク
エ
ス
ト
ま
で
多
岐
に
わ
た
る

リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
が
収
束
し
た
ら
日
本
の
山
を
ス
キ
ー
で
滑

り
た
い
、
と
い
う
ド
イ
ツ
人
に
も
情
報
提
供
を
し
た
が
、
ス
イ
ス
の
山
岳
会

に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
今
後
の
国
際
交
流
の
芽
に
つ
な
が
れ

ば
、
と
密
か
に
期
待
し
て
い
る
。

日
本
の
山
の
情
報
は
、（
日
本
在
住
の
外
国
人
を
中
心
に
、
英
語
で
の
情
報

発
信
が
増
え
て
い
る
と
は
い
え
）
言
語
の
観
点
か
ら
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

痛
感
し
て
い
る
。
率
直
に
言
え
ば
面
倒
な
こ
と
も
多
い
が
、
日
本
の
山
に
対

す
る
関
心
の
高
さ
は
う
れ
し
い
こ
と
だ
し
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
英
語
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
お
か
げ
で
問
合
せ
に
至
っ
た
と
い
う
ご
縁
も
あ
り
、
今
後
も
で
き
る
だ
け

て
い
ね
い
に
回
答
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

⑵
は
、
過
去
の
日
本
人
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
の
報
告
書
を
探
し
て
英
訳
し
た

り
、

世
紀
初
め
、
す
な
わ
ち
日
本
の
登
山
黎
明
期
に
日
本
の
山
を
旅
し
た

20

カ
ナ
ダ
人
女
性
に
つ
い
て
本
を
執
筆
中
な
の
で
記
録
を
探
し
て
欲
し
い
、
と

い
っ
た
リ
ク
エ
ス
ト
に
対
応
し
た
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
歩
い
た
道
を
現
代
版
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
出
版
し
た
い
、
と
い
う
英
国
人
ラ
イ
タ
ー
に
は
、
信
濃

支
部
長
の
米
倉
さ
ん
に
も
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
生
き
字
引
の

よ
う
な
先
輩
方
の
知
恵
や
、
図
書
室
の
豊
富
な
資
料
の
お
か
げ
で
、
先
方
の

期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
人
的
に
も
物
的
に
も
豊
富
な
リ

ソ
ー
ス
に
感
謝
で
あ
る
。

②
海
外
ゲ
ス
ト
を
招
い
た
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
の
開
催

月
5
日
に
、
エ
ベ
レ
ス
ト
の
日
本
人
初
登
頂

周
年
を
記
念
し
た
イ
ベ

12

50

ン
ト
の
一
環
で
、「
登
山
史
上
最
大
の
ミ
ス
テ
リ
ー

―
マ
ロ
リ
ー
と
ア
ー

ヴ
ィ
ン
を
捜
し
て
」
と
題
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ロ
リ
ー
の
遺
体
捜
索
隊
に
参

加
し
た
米
国
人
の
ゲ
ス
ト（
Ｊ
ａ
ｋ
ｅ

Ｎ
ｏ
ｒ
ｔ
ｏ
ｎ
氏
）を
招
い
て
ウ
ェ

ビ
ナ
ー
を
開
催
し
た
（
な
お
、
開
催
に
至
る
経
緯
は
、
会
報
「
山
」
2
0
2

1
年
2
月
号
に
詳
述
）。
当
日
は
、
委
員
の
笹
生
博
夫
氏
に
通
訳
を
し
て
い

た
だ
き
、
多
く
の
人
に
視
聴
い
た
だ
い
た
。
今
後
も
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
な
ど
を
用

い
た
講
演
会
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

そ
の
ほ
か
、
9
月
に
は
平
出
和
也
氏
、
中
島
健
郎
氏
の
ピ
オ
レ
ド
ー
ル
受

賞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
行
な
っ
た
。
個
人
的
な
話
で
恐
縮
だ
が
、
本
件
は
前
記

の
国
際
委
員
会
活
動
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
関
係
者
か
ら
ひ
と
足
早
く
情
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
お
か
げ
で
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
実
現
し
た
。
今
後
も
、

海
外
の
山
岳
関
係
者
と
日
本
山
岳
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
力
を
入
れ
て
い
き

た
い
。
ま
た
、
今
後
は
Ｊ
Ａ
Ｃ
と
し
て
日
本
の
山
や
登
山
文
化
の
情
報
発
信

に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(和
田
薫
)

■

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
下
、「
国
内
外
の
登
山
の
企
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画
・
実
施
」
を
行
な
い
、
会
員
相
互
の
交
流
、
懇
親
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
、
お
よ
び
自
然
愛
護

の
精
神
の
高
揚
を
図
る
こ
と
〉
に
貢
献
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

当
委
員
会
は
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
一
つ
だ
。
山
行
委
員
会
は
、「
会
員
の
役
に
立
つ
、
会
員
の
た
め
に

な
る
委
員
会
」
を
目
指
し
て
、
国
内
・
海
外
の
山
行
、
講
習
会
な
ど
の
企
画
、

運
営
、
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

2
・
活
動
方
針
〈
安
全
に
楽
し
く
、
全
国
の
仲
間
と
一
緒
に
あ
こ
が
れ
の
山
に
登

ろ
う
〉

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
る
。

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

す
る
。
山
行
に
当
た
っ
て
は
、
何
よ
り
も
「
安
全
」
に
最
大
限
に
配
慮
す

る
。

②
会
員
の
多
数
は
、

歳
代
、

歳
代
の
会
員
だ
。
そ
の
大
多
数
の
中
高
年

60

70

会
員
を
主
な
対
象
と
し
た
山
行
を
実
施
す
る
。
山
行
以
外
に
も
安
全
登
山

に
資
す
る
講
習
会
等
を
企
画
す
る
。

③
軽
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
う
。
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
も
企
画
す

る
。

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
、
歴
史
、
文
化
、
温

泉
な
ど
）
の
山
行
を
志
向
し
て
い
く
。

⑤

山
行
を
通
じ
て
会
員
相
互
の
交
流
を
図
っ
て
い
く
。

⑥

全
国
の
支
部
、
ほ
か
の
委
員
会
な
ど
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極

的
に
図
っ
て
い
く
。

3
・
活
動
内
容

①
公
益
事
業

｢登
山
リ
ー
ダ
ー
の
た
め
の
救
急
救
助
講
習
会
」
を
6
月
に
開
催
の
予

定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
状
況
に
鑑
み
中
止
し
た
。

②
会
員
向
け
事
業

令
和
2
年
度
は
、
平
成

年
度
、
以
下
の
8
山
行
を
企
画
、
実
施
し
た
。

29

ほ
か
5
山
行
を
計
画
し
た
が
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
の
影
響
で
中
止
し

た
。
山
行
参
加
者
は
延
べ

名
。
各
山
行
に
は
、
山
行
委
員
が
2
名
以
上

61

参
加
し
て
い
る
。

3
月

〜

日
「
四
国
遍
路
逆
打
ち
①
香
川
」（
7
名
）。

19

28

6
月

〜

日
「
四
国
遍
路
逆
打
ち
②
愛
媛
」（
7
名
）

20

29

7
月

〜

日
「
新
緑
の
大
杉
谷
〜
大
台
ヶ
原
」（
8
名
）

10

11

9
月

〜

日
「
紅
葉
の
北
ア
ル
プ
ス
（
常
念
岳
・
大
天
井
岳
）
を
行

11

13

く
」（
9
名
）

9
月

〜

日
「
熊
野
古
道
中
辺
路
滝
尻
王
子
か
ら
那
智
本
宮
大
社
」

22

25

（

名
）

10
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月

〜

日
「
四
国
遍
路
逆
打
ち
③
高
知
」（
7
名
）

10

15

25

月
7
日
「
日
帰
り
ア
ル
プ
ス
シ
リ
ー
ズ
1
回

小
鹿
野
ア
ル
プ
ス
」

11（
7
名
）

月

〜

日
「
四
国
遍
路
逆
打
ち
④
徳
島
」（
6
名
）

11

14

27

③
研
修
会
の
実
施

月

〜

日
「
山
行
委
員
会
研
修
会
」
を
実
施
し
、
年
間
計
画
の
策

11

14

15

定
を
行
な
う
と
と
も
に
、
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
。
翌
日
幕
山
に
登
り
、
軽
ハ
イ
キ
ン
グ
を

行
な
う
。

④
月
例
会

毎
月
第
1
水
曜
日
、
例
会
を
開
催
。
理
事
会
か
ら
の
情
報
伝
達
、
各
山

行
の
行
程
、
安
全
管
理
等
運
営
に
関
す
る
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
令
和

2
年
度
は
大
半
の
例
会
は
リ
モ
ー
ト
で
実
施
し
た
。

(征
矢
三
樹
)

■

Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
委
員
会

Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
委
員
会
は
青
年
部
、
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
、
学

生
部
の
3
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
組
織
で
あ
る
。
ま
た
、
若
年
登
山
者
の
新
規

入
会
に
つ
な
が
る
、
非
会
員
を
対
象
と
し
た
机
上
・
実
地
の
登
山
教
室
を
月
1
回

開
催
し
て
き
た
が
、昨
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
開
催
を
見
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。

3
つ
の
部
の
中
で
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
た
と
言
え
る
の
が
学

生
部
か
も
し
れ
な
い
。
例
会
は
月
に
1
回
程
度
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
し
、
大
学

山
岳
部
間
の
情
報
交
換
な
ど
に
努
め
て
い
た
が
、
長
年
続
い
て
い
る
マ
ラ
ソ
ン
＆

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
大
会
は
中
止
、
そ
し
て
、
2
月
の
ア
イ
ス
＆
安
全
講
習
会
も
中
止

と
な
り
、
実
地
で
の
催
し
を
一
度
も
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

青
年
部
、
Ｗ
Ｖ
部
と
も
4
〜
5
月
は
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
以
外
の
活
動
を
休
止
し

て
い
た
が
、
6
月
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
少
し
ず
つ
山
行
を
再
開
し
た
。
ど
ち
ら

の
部
も
大
人
数
が
集
ま
る
合
宿
や
講
習
会
な
ど
は
催
さ
ず
、
比
較
的
少
人
数
で
の

個
人
山
行
や
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
中
心
に
活
動
し
た
。
昨
年
6
月
か
ら
今
年
3
月
ま

で
、
青
年
部
は
延
べ

回
の
山
行
や
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
行
な
い
、
さ
ら
に
平
日
を

52

中
心
に
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
ジ
ム
で
の
練
習
を

日
実
施
し
た
。

51

Ｗ
Ｖ
部
は
昨
年
6
月
か
ら
今
年
3
月
ま
で
に

回
の
山
行
を
実
施
し
た
。
た
だ

36

し
、
Ｗ
Ｖ
部
で
は
緊
急
事
態
宣
言
の
再
発
出
に
伴
い
、
2
0
2
1
年
1
〜
3
月
も

活
動
は
原
則
休
止
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
Ｗ
Ｖ
部
で
は
、
5
〜
8
月
に
月
1
回
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
講
習
を
開
催
し
た
。
Ｗ
Ｖ
部
の
初
級
班
を
対
象
に
、
第
1
回
・

計
画
書
作
成
の
ポ
イ
ン
ト
、
第
2
回
・
地
形
図
、
第
3
回
・
医
療
、
第
4
回
・
天

気
図
基
礎
、
と
い
う
内
容
で
実
施
さ
れ
た
。

Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
は
こ
の
春
で
ち
ょ
う
ど
発
足

年
を
迎
え
る
。
こ
れ

10

ま
で
本
会
の

歳
未
満
の
新
規
入
会
者
（
地
方
在
住
者
を
除
く
）
の
ほ
と
ん
ど
は
、

60

Ｗ
Ｖ
部
が
そ
の
受
け
皿
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
Ｗ
Ｖ
部
の
在
籍
者

は
一
時
2
0
0
名
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
同
時
に
Ｗ
Ｖ
部
リ
ー
ダ
ー
陣
の

負
担
も
年
々
増
大
し
、
も
は
や
限
界
に
近
い
状
態
と
な
っ
て
い
た
。

昨
年
夏
か
ら
新
し
い
Ｙ
Ｏ
Ｕ
Ｔ
Ｈ

Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
会
が
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重
ね
ら
れ
、
持
続
可
能
な
シ
ス
テ
ム
を
模
索
し
た
結
果
、
入
会
者
の
受
け
入
れ
の

や
り
方
を
下
記
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

①
新
規
入
会
者
で
希
望
す
る
方
に
は
、
ま
ず
は
新
し
く
発
行
す
る
メ
ー
ル
マ
ガ

ジ
ン
（
Ｍ
Ｍ
）
に
登
録
を
し
て
も
ら
う
。

②
そ
の
Ｍ
Ｍ
に
Ｗ
Ｖ
部
、
青
年
部
の
情
報
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
年
4
回
実

施
す
る
交
流
山
行
の
案
内
を
載
せ
る
。

③
入
部
希
望
者
に
は
交
流
山
行
へ
の
参
加
を
通
じ
て
両
部
の
雰
囲
気
を
感
じ
て

も
ら
っ
た
上
で
、
所
属
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
。

ま
た
、
こ
の
機
会
に
Ｗ
Ｖ
部
の
Ｍ
Ｍ
登
録
者
に
今
後
の
継
続
へ
の
意
思
を
改
め

て
問
う
た
と
こ
ろ
、
約
1
5
0
名
（
昨
年
時
点
）
の
登
録
者
中
、

余
名
が
残
る

80

結
果
と
な
っ
た
。
次
な
る

年
に
向
け
て
、
今
後
も
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
よ
り

10

よ
い
形
に
近
づ
け
て
い
き
た
い
。

(中
山
茂
樹
)

■

山
岳
研
究
所
運
営
委
員
会

当
委
員
会
は
、
上
高
地
の
本
会
の
山
岳
研
究
所
（
以
下
「
山
研
」）
の
運
営
・
維

持
・
管
理
を
目
的
に
活
動
し
て
い
る
が
、
2
0
2
0
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染

症
予
防
対
策
に
明
け
暮
れ
た
1
年
で
あ
っ
た
。

4
月
下
旬
に
予
定
し
て
い
た
開
所
も
、
全
国
に
発
令
さ
れ
た
緊
急
事
態
宣
言
を

受
け
、
開
所
の
時
期
も
遅
ら
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
当
時
は
現
在
よ
り
も
未
知

の
ウ
イ
ル
ス
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
べ
き
か
、
旅
館
や
山
小
屋
の
対
策
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
2
週
間
に
1
回
の
ペ
ー
ス
で
委
員
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
し
、
委
員
一
同
で
知
恵
を
絞
っ
た
。
最
終
的
に
は
、
6
月
初
旬
に
建
物
自
体

は
開
所
し
、
7
月

日
に
利
用
受
け
入
れ
を
開
始
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、

15

最
適
解
を
模
索
す
る
日
々
で
あ
っ
た
。
な
お
、
今
年
度
か
ら
新
し
い
管
理
人
と
し

て
山
田
和
人
会
員
を
迎
え
て
い
る
。

以
下
、
2
0
2
0
年
度
の
主
な
活
動
を
列
挙
す
る
。

【
山
研
管
理
・
維
持
事
業
】

・
6
月
初
旬
：
複
数
回
に
分
け
て
開
所
作
業
（
水
周
り
、
雪
囲
い
を
外
す
な
ど
）

・
7
月

日
：
利
用
開
始

15

・

月
8
日
：
閉
所

11
（
通
年
）

・
開
所
中
の
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
起
動

・
ブ
ロ
グ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
）
を
通
じ
た
情
報
発
信
。

・
そ
の
ほ
か
、
管
理
人
と
委
員
会
で
協
力
し
て
上
高
地
関
連
の
行
事
（
町
会
総
会

な
ど
）
に
出
席
。

な
お
、
水
力
発
電
は
、
残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ
の
影
響
（
通
水
作
業
に
必
要
な
人

員
が
入
れ
ず
）、
5
月
ご
ろ
か
ら
発
生
し
て
い
た
群
発
地
震
や
大
雨
な
ど
の
懸
念

か
ら
2
0
2
0
年
度
は
研
究
活
動
は
行
な
わ
な
か
っ
た
（
な
お
、
2
0
2
1
年
5

月
現
在
は
発
電
を
再
開
）。

【
感
染
症
対
策
】

利
用
人
数
の
制
限
、玄
関
に
体
温
計
と
非
接
触
の
ア
ル
コ
ー
ル
噴
霧
器
を
設
置
、

ま
た
、
利
用
者
に
寝
袋
持
参
を
お
願
い
す
る
な
ど
の
対
策
を
行
な
っ
た
。
2
0
2
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1
年
度
も
継
続
し
て
い
る
（
人
数
制
限
は
、
居
室
に
カ
ー
テ
ン
を
設
置
す
る
こ
と

で
若
干
緩
和
し
た
）。

【
長
期
の
修
繕
計
画
作
成
】

建
物
の
傷
み
や
不
具
合
を
有
志
の
委
員
で
確
認
し
、
今
後
予
想
さ
れ
る
問
題
点

を
中
長
期
的
な
視
点
で
洗
い
出
し
、
対
策
を
検
討
し
た
。
掛
け
ら
れ
る
予
算
も
限

ら
れ
て
い
る
た
め
、
自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
や
省
費
用
で
き
る
工
夫
を
毎
月
の

委
員
会
で
議
論
し
た
。

【
そ
の
ほ
か
】

・
老
朽
化
し
て
い
た
家
電
（
冷
蔵
庫
、
ス
ト
ー
ブ
、
管
理
人
用
洗
濯
機
と
乾
燥
機
、

除
湿
機
）
を
購
入
し
搬
入
し
た
。
冷
蔵
庫
等
は
1
9
9
5
年
に
購
入
し
た
も
の

で
、
故
障
・
消
費
電
力
の
観
点
か
ら
買
い
替
え
を
以
前
よ
り
検
討
し
て
い
た
。

ま
た
、
除
湿
機
は
特
に
地
下
の
湿
気
が
建
物
の
保
存
状
態
に
悪
影
響
が
あ
り
、

対
策
が
急
務
で
あ
っ
た
た
め
能
力
が
高
い
も
の
を
導
入
し
た
。

・
今
年
度
よ
り
、
改
定
し
た
利
用
料
金
の
適
用
を
開
始
し
て
い
る
（
会
員
と
会
員

外
の
差
を
従
来
の
1
0
0
0
円
か
ら
2
0
0
0
円
に
引
き
上
げ
、
会
員
料
金
が

適
用
さ
れ
る
「
会
員
の
家
族
」
に
つ
い
て
よ
り
明
確
に
定
義
し
た
）。

山
研
は
、
建
設
当
時
か
ら

年
近
く
が
経
過
し
て
お
り
、
補
修
が
必
要
な
箇
所

30

も
増
え
て
い
る
。
委
員
会
が
一
丸
と
な
っ
て
維
持
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
今
後
も

会
員
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

(和
田
薫
)
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● Contribution

Fascinated by the scenes of ancient mountain roads
Yasuyuki Takeuchi

Walking on ancient roads and trails is in a sort of boom. It’s probably because people in
modern days find in old roads images of those old days when villages and villagers are
connected via mountains and passes, as the author says in the article that the essence of
ancient roads lies in the hearts and minds, and figures of people who traveled on the roads
for daily living and worship.
The author freely walked around mountains and passes in Kitayama mountain areas

deep in northern Kyoto in his high-school days. While walking on mountain trails extending
in all directions, he writes, he was taught that what is important is a good balance of natural
landscape and human landscape and the feeling of oneness of a wide range of elements.
Kitayama is surely the starting point of his lifelong walking on old roads and trails. As the
next step, Takeuchi moves his activity base to Oku-Mino (north of Gifu). What he has
learned in these mountain areas is a wide perspective capable of accepting all natural
features and climate as they are.
On that extension are those well-known religious mountain trails such as “Ganzandaishi-

michi,” and “Omine Okugake-michi” introduced in this article. As the author writes that the
original point of old mountain roads lies in roads over mountain passes, the real fun, and the
original point, of walking in Japanese mountains is in there ‒ which you cannot have just
through “peak-hunting” or climbing mountains for the sole reaching the top.

COVID-19 and Mountaineering ‒ 2020, the year Japanese mountaineering
community kept searching ways to cope with the pandemic

Sumiko Kashiwa

On April 20. 2020, the four major Japanese mountaineering organizations ‒ the Japanese
Alpine Club, the Japan Mountaineering and Sport Climbing Association, Japan Workers’
Alpine Federation, and Japan Mountain Guide Association ‒ called on their members to
refrain from mountaineering due to the rapid spread of the novel coronavirus disease
COVID-19. This was probably the first time in history. Even during the last world war,
there were no such calls made officially for restraints of mountaineering.
In this article, the author looks back from the standpoint of a reporter and writer.on how

the Japanese mountaineering community was and how it tried to cope with the
unprecedented situation in 2020, to be remembered as “the first year of coronavirus.” She
thinks about how we should take part in mountaineering under the coronavirus pandemic,
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and discusses what preparations were made and anti-coronavirus measures were taken at
mountain huts for reopening their facilities for mountaineers. Comments of major mountain
hut operators in popular areas, such as the Northern Japan Alps, the Southern Alps and
Yatsugadake, are also introduced in the article. The problems facing the mountain hut
operators and other mountaineering-related businesses are not new but are the problems
existing even before the pandemic hit us. They only came to the surface with COVID-19.
The article also briefly introduces activities of sustainable “eco-mountaineering” being

promoted in the southern part of the Southern Alps by the “Minami-Shinshu sangaku
bunka dento-no kai” (Southern Shinshu mountain culture tradition association). Their
activities are powerful enough as if to bring us in tough times back to the origin of
mountaineering.

● Records

“Great Himalaya Traverse” gets underway
Tsuneo Shigehiro

“Great Himalaya Traverse,” planned as part of the projects to mark the 120th
anniversary of the Japanese Alpine Club’s founding in 2025, has three purposes: conducting
surveys of changes in the Himalaya mountains region; climbing unclimbed Himalayan
peaks and/or already-scaled peaks via uncharted routes in hard exploratory
mountaineering style; and handing down to the next generation the adventure spirit of
developing a dream out of a piece of map into action through the field survey traversing the
5,000-kilometer Himalaya mountains. The field study is divided into three areas: Nepal in
the first period, India in the second period, and Pakistan in the third period. In Nepal, the
survey will be conducted in six stages, and the first stage of survey already began in the
2000 pre-monsoon season.
The “Great Himalaya Traverse” thus started with the expedition to Mount Pabukkang in

the Kangchenjunga mountains in the spring of 2020. The expedition party left Taplejung
and, after trekking between Ghunsa and Kangchenjunga BC, went north to scale Mount
Pabukkang (6,244m). However, the party was hampered by the deep snow and windcrust,
finally being forced to pull back at the point of 5,971 meters in altitude.
The expedition party returned to Taplejung and then Kathmandu, locked down due to

the coronavirus pandemic, where it was forced to stay at the CosmoTrek office for 27 days
before obtaining charter flight tickets to Japan.
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Photo shooting in Kangchenjunga
Kenro Nakajima

When it comes to photo shooting in the Himalaya, usually, very careful preparations are
essential. However, this photo shooting team was told that the scheduled departure date
would be moved forward due to the COVID-19 pandemic. After the final meeting of
arrangements of the trip at Narita, the shooting team decided to go ahead with the plan and
take a chance. They left for Nepal. The purpose of this author and his team was shooting
photos of the Kangchenjunga mountains on the Great Himalaya Trail (GHT). It was
necessary to reach the foot of the mountain before restrictions are imposed on entry into
mountain areas, and the team drove to Taplejung and headed for Ghunsa, the innermost
village, where the team joined the Japanese Alpine Club’ s Great Himalaya Traverse
expedition. After exchanging information, Nakajima’s team went on to shooting Mount
Jannu and Kangchenjunga.
However, this team could not proceed to another shooting point of Boktoh Peak because

a permit to enter a valley to set up a base camp was not issued because of the rapid
increase in the number of COVID-19 cases in Nepal. It found a route to reach the Boktoh
Peak directly from Ghunsa, and on the day of shooting, the team managed to reach the east
peak of the summit after struggling with deep snow on sharp slopes and, in the final section,
climbing on the precarious snowy route. Fortunately, it was clear and windless on the
mountain top, and the team could take photos of great panoramic views of the
Kangchenjunga mountains under blue skies. Furthermore, it succeeded in taking aerial
views using a drone.
The shooting team managed to return to Kathmandu, but it had to endure 24 days of

hard conditions as if under house arrest while Nepal repeatedly imposed nationwide
lockdowns, before the team finally could leave for home by chartered flight.

● Reading

50 years after Kyuya Fukada’s death; He lived a valiant life
Sadao Karibe

This year marked the 50th year after Kyuya Fukada died of brain he while chimbing
Kayagadake. Behind Fukada’s popularity thanks to his “Nihon Hyakumeizan” (Hundred
Mountains of Japan), the author says in this article that it is unfortunate that people do not
talk very much about the author of the celebrated book. Therefore, the author looks back at
Fukada’s achievements, discussing such topics as reasons why Fukada chose those 100
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mountains as “meizan” (eminen mountains) and relationships between each of those
mountains and pioneering people of mountaineering. The editors who worked with Fukada
say he was famous for being slow in writing, but Karibe points out that it was because he
spent much time for research before writing. He carefully researched materials in Britain,
the U.S., Germany, and France, not just in Japan, to write one piece on a mountain, and
needed considerably long time before he actually started writing. The article also reveals
about his private life ‒ he was decisive and lived a challenging life. The author considers
these traits come from where he was born and grew up ‒ Daishoji in Kaga (Ishikawa
Prefecture).
As Fukada’ s achievements, the author naturally names “Nihon Hyakumeizan” and

“Himaraya-no Koho” (Great Himalayan peaks). He points out essays that were not included
in the book on the 100 mountains, and introduces to us another way to enjoy the great book.
On the book on Himalayan mountains on which Fukada spent all his energy in his last years,
this article introduces an interesting episode about the author’s first meeting with Fukada.
It also tells about repeated exchanges of letters between Fukada and Eizo Suwata, an
alpinist familiar with the Himalayas. Those letters show his warm feeling toward Suwata.

Mountain worship of the world

Yoichiro Kuroda

After the celebrated book, “Nihon Hyakumeizan” (One Hundred Mountains of Japan),
the author, Kyuya Fukada tried to write a book on the world’ s 100 mountains, but
unfortunately died in a mountain he was climbing, before finishing the project. After his
death, “Sekai Hyakumeizan ‒ Zeppitsu 41 za” (Hundred Mountains of the World ‒ a
compilation of the author’s last articles on 41 mountains) was published with the articles he
had written before his death. The author of this article, who had been under Fukada’s
tutelage, decided to take over Fukada’s unfinished project and write on the world’s 100
mountains of his own choice to return Fukada’s favor.
The author majored in molecular genetics at the University of Tokyo’s Graduate School

of Medicine but switched his study area to brain research after his study in Britain.
Fortunately, as he had many chances to attend academic meetings abroad, he could look
closely at more than 200 mountains in various countries of the world, using those occasions
as well as his own holidays. He has been serializing articles on world mountains he has
viewed in the quarterly journal of medical culture “microscopia.” Sixty-six mountains have
so far been introduced.
Research on Japanese mountain worship is active in Japan and there are many good

books on the subject. But there are few reference materials on the world’ s mountain
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worship. Therefore, from among the 100 mountains of the world he had viewed and chosen,
the author selected mountains well-known as the objects of worshipping by local people and
put his research reports and discussions on them in this article. The article is made up of
two parts: Part one explains why mountain worship began from the standpoint of a brain
scientist, and Part two describes “eminent mountains around the world and mountain
worship” by region and by mountain.

● Research and study

On the beginning of working people’s mountaineering groups
Norio Jojima

The author surveyed the timing of establishment of working people’s mountaineering
groups and compiled them for analysis. The period covered for the survey is the 100 years
from 1900 to 1999. Reference materials used for the survey included a table of
mountaineering groups in Japan, published in the Japanese Alpine Club’s “Yama Nikki”
(Mountain Diary) and a table of working people’s mountaineering groups published in the
“Yama-to Keikoku” magazine, as well as the Websites of the Japan Mountaineering and
Sport Climbing Association and Japan Workers’ Alpine Federation. The mountaineering
groups whose inauguration time is known numbered a total of 2,683 groups: 2,333 general
groups and 350 groups at workplace.
Working people’s mountaineering groups began to be established around 120 years ago,

but already in the 1880s, worship groups came to be organized to visit shrines and temples
and during their worship tours many people enjoyed walking or climbing mountains. In
1892, the Ministry of Education issued orders to encourage school excursions, and this is
regarded as the beginning of students’ and school children’s mountaineering. Other styles
of mountaineering such as mountaineering for botanical and geographical surveys and
observations also began. During the 1910s, many schools saw mountaineering clubs
established, and the number of such clubs sharply increased during the next decade. In
these days, group walking was encouraged by the government and the Ministry of
Railways started the hiking movement. This way, improving physical strength was
promoted all over the country. Although in the 1940s the number of mountaineering groups
decreased because of the Pacific War, the number of mountaineering groups set up in the
postwar years rapidly increased mainly in big companies, under the occupation policies. So
did the trend of student mountaineering. In the 1950s, the number of working people’s
mountaineering groups established remarkably increased. This increasing trend continued
into the 1960s, giving rise to a leisure boom and ski boom. Following declines in the 1970s,
“tour mountaineering” promoted by commercial tour companies became a national fad,
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with many mountain guide groups set up to meet the new needs of mountaineering tours.

“Educational cultural property” of Shinshu ‒Where is school
mountaineering going?

Toshiro Kikuchi

“Gakko tozan” ‒ mountaineering as school excursion ‒ that has been practiced for more
than 120 years in Shinshu (Nagano Prefecture) is now in danger of survival despite a long
tradition and many achievements, the author says. The number of schools implementing
school mountain climbing ‒ which has been the original point of education in Shinshu ‒ has
begun decreasing and the number could further decline due to the COVID-19 pandemic.
The author begins with explaining the history of education in Shinshu and educators’

efforts in their early days. He points out that mountaineering by schoolgirls, which was rare
in Japan in those days, was encouraged in Shinshu and he also tells about achievements of
Nagano Shihan (today’ s teachers’ college that trained elementary and middle school
teachers). Despite the tragic 1913 accident in typhoon-hit Nishi-Komgadake, where 11 of
the 38 schoolchildren and teachers died, school excursion-type mountaineering continued,
after the cause of the accident was thoroughly examined. School mountain climbing became
an established school event at junior high schools, after many years of trials and errors, but
it inevitably began changing in nature and quality. The changes began visible around the
time when responsibility of management shifted to the prefecture’s tourism section from
the Education Board. Contributing to this change were such factors as the growing gap
between schoolchildren’ s physical constitution and physical strength, and the lack of
experienced teachers and staffs who accompany and guide pupils on their mountaineering.
The author is a former journalist at the Shinano Mainichi Shimbun. Having a sense of

crisis, Kikuchi set up an “association to promote school mountain climbing in Shinshu” after
having a series of discussion with people in the mountaineering community and education-
related community to preserve and put the tradition back on the track as it is regarded in
Nagano Prefecture as important “educational cultural property.”

Usui Kojima’s writings about Hida
Kiyoo Kinoshita

Usui Kojima showed great interest in Hida. It is said that Kojima’s interest in Hida was
aroused apparently by Shigetaka Shiga’s book “Nihon Fukeiron” (Theory of the Japanese
landscape). In May 1896, when he visited Hida (northern part of Gifu Prefecure), Shiga
wrote a travel piece titled “Hida-ni-iru ki” (An account on my visit to Hida). After reading
that piece, Hida became a “land of longing” for Kojima. He visited Hida several times on his
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way to and frommountaineering and produced many travel writings, which covered a wide
range of topics, ranging from natural science to history and folkloric matters.
Kojima was well-known as a literary critic since he was young for his literary activities,

such as publishing a literary magazine “Gakuto” with his literary friends during his days as
a student at Yokohama Commerce High School and writing commentaries in the magazine
for young people of literature “Bunko.” He had regular contacts with young people aspiring
to become writers in Hida since he was an editorial member for the magazine and regularly
obtained information for writing from those mountaineers and literary people whom he
associated with. In those days, there was a magazine readers’ association in Takayama
called “Hida Tokuhitsukai,” where aspiring young writers gathered from across Hida for
exchange of information and posted pieces to “Bunko” to receive Kojima’s evaluation.
Kojima became even more interested in mountaineering, especially after he got a distant

view of the Hida Mountains, such as Yarigadake and Norikuradake from Inakura-toge, on
his way to Mount Asama and a tour of Kiso. His ascent of Yarigatake became a pioneering
record of modern alpinism in Japan, and its account “Yarigatake Tankenki” (The
Exploration to Yarigatake) received high reputation, earning him a nickname “Yama
hakase” (mountain doctor). Thus he became involved more deeply in mountaineering.

● Book Reviews
“Himaraya Juso (Himalaya Traverse)” by Katsuhiko Kano (Review by Yoshinobu

Emoto); “Ningen-no Tochie (Toward human land)” by Yuka Komatsu (Review by Yumi
Inoue); “Yama-no Tabibito (Mountain traveler)” by Masatoshi Kuriaki (Review by
Takeshi Mizukoshi); “Gezan-no Tetsugaku (Philosophy of descending a mountain) by
Hirotaka Takeuchi (Review by Masato Arai); “Ryukkusakku VX (Rucksack VX)” by
Waseda Alpine Club (Review by Jusetsu Setsuda); “Death Zone” by Satoshi Kono (Review
by Toshiho Iida); “Tsuioku-no Himaraya (Himalaya in retrospect) by Noboru Onoe
(Review by Hironori Taniyama); “Chizuzukuri-no Genzaikei (Present form of map
making)” by Hiroshi Une (Reew by Masahiko Kondo): “Into Wile Mongolia” by G. B.
Schaller (Review by Shigeru Kodama

● In Memoriam
Susumu Ohashi (by Kazuo Koshida); Shigenori Kamio (by Eiho Otani)
Junji Nakamura (by Makoto Nebuka); Kazumasa Hirai (by Tatsuo Inoue);
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山岳図書目録（2020 年）
日本山岳会図書委員会

この「山岳図書目録」は、1年間に出版された山岳図書をリストアップして、それをまと
めて整理し直して一覧にしたものです。書名は五十音順に掲載してありますが、今回から
書名を優先させて、文庫名などは後付けにしました。
毎月行なわれる図書委員会では、新刊書籍を中心に独自に調査をしてきました。特に最

近は、図書流通センター（TRC）から資料を定期的に取り寄せることができるようになり、
図書に精通した委員の人たちの協力もあって、その年に出版された山岳書のリスト化があ
る程度できるようになりました。
また、毎月出版されるこうした新刊書のリストを基にして、図書委員会では、本会図書

室に必要と思われる書籍を選択し、寄贈してもらえるように依頼、図書室の充実化を図る
ようにしています。さらに会報「山」や『山岳』で紹介すべき本を選択し、「図書紹介」欄
で随時、紹介してきました。
こうして集められた山岳図書ですが、いくつかの傾向が顕著に見られるようになってき

ました。いわゆる山岳図書と呼ばれる書籍の数が減ってきて、実用書と文庫、コミックが
増えてきたことです。特にこの１年は、コロナ禍の影響からかキャンプやレシピ本などの
実用書が大きな比率を占めるようになってきました。また、安価で手軽な文庫本も多数出
版されるようになっています。それでも数点、読みものやノンフィクションのジャンルで
目を引く書籍もあり、今後に期待したいところです。

＊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。
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山岳図書目録
書 名 著者名 発行所 価格 判型 ページ数

【あ】
OUT OF GOLD 杉野 保 山と溪谷社 2,200 A5判 248p
OUTDOOR FABRIC アウトド
アファブリック大全

長谷部雅一 グラフィック社 2,000 B5変型判 160p

秋田・白神入山禁止を問う 佐藤昌明 無名舎出版 1,600 四六判 240p
｢雨飾高原二百景 日本百名山
雨飾山」杉本英彦写真集

杉本英彦/撮影・編
著

ほおずき書籍 3,000 210×297 150p

アルパインクライミング〈ヤマ
ケイ登山学校〉

保科雅則 山と溪谷社 2,200 B5判 152p

いくつになっても山は楽しい
百名山をめぐる60年

戸田祐一 風詠社 1,818 A5判 211p

いざ！登る信濃の山城 戦国の
舞台イラスト案内図

中嶋 豊 信濃毎日新聞社 2,000 A5判 280p

植村直己冒険の軌跡〈ヤマケイ
文庫〉

中出水勲 山と溪谷社 900 文庫判 301p

内澤旬子の島へんろの記 内澤旬子 光文社 1,600 四六判 368p
うめしゅんの世界花探訪 梅沢 俊 北海道新聞社 2,200 B5判 160p
雲上浪漫 わが心の中央アルプ
ス

津野祐次/写真・文 信濃毎日新聞社 1,500 220×210 83p

尾根も沢も岩稜も がむしゃら
に登り続けた21年の追想

千葉紀栄子 山と溪谷社 1,500 188×128 216p

おもしろ樹木図鑑 びっくり！
ヘンテコ！不思議！

林 将之 主婦の友社 2,200 21cm 256p

俺は沢ヤだ！ 新編増補〈ヤマ
ケイ文庫〉

成瀬陽一 山と溪谷社 1,200 文庫判 366p

【か】
画文集 山の独奏曲〈ヤマケイ
文庫〉

串田孫一 山と溪谷社 1,000 文庫判 200p

環境考古学と富士山 4
Environmental Archaeology
and Mt.Fuji

ふじのくに地球環境
史ミュージアム/編
集

雄山閣 2,600 ムック 95p

関西周辺 週末の山登り ベス
トコース123〈ヤマケイアルペ
ンガイド〉

加藤芳樹 山と溪谷社 2,300 A5判 256p

関西トレイルランニングコース
ガイド 新版

山と溪谷社/編 山と溪谷社 1,900 A5判 120p

関西山のぼり＆ハイキング
BESTコース

ライフスタイル編集
部/編集・制作

KADOKAWA 1,300 A5判 159p

簡単シェラカップレシピ カッ
プひとつで作れるソロごはん。

蓮池陽子 山と溪谷社 1,400 A5判 124p

関東周辺 週末の山登り ベス
トコース160〈ヤマケイアルペ
ンガイド〉

石丸哲也 山と溪谷社 2,500 A5判 272p

関東周辺 マルチピッチルー
ト・スーパーガイド

菊地敏之 白山書房 2,200 A5判 152p
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還暦からのヒマラヤ探訪記 総
延長2700キロのトレッキング全
行程

大矢統士 花乱社 2,200 338p

木と人間 生物多様性と人々の
くらし（えひめブックス29）

松井宏光 愛媛県文化振興
財団

1,200 新書判 169p

Q&Aでわかる山の快適歩行術
膝を痛めない、疲れない

野中径隆 山と溪谷社 1,500 A5判 143p

Q&A登山の基本〈ヤマケイ新
書〉

ワンダーフォーゲル
編集部/編

山と溪谷社 1,000 新書判 126p

九州・沖縄の巨樹：遥かなるい
のちの旅

榊 晃弘 花乱社 4,000 225×295 128p

九州の希少植物探訪Ⅰ 草本
（早春～晩夏）編

大工園 認 南方新社 3,800 B6判 290p

九州の希少植物探訪Ⅱ 草本
（秋・冬）・つる・木本編

大工園 認 南方新社 3,800 B6判 330p

九州の山〈ヤマケイアルペンガ
イド〉

山と溪谷社/編 山と溪谷社 2,700 A5判 232p

｢霧島春秋 花鳥諷詠」黒木親
敏写真集

黒木親敏 鉱脈社 2,200 206×296 112p

CLIMBING GUIDE BOOKS関
東周辺マルチピッチルートスー
パーガイド

菊地敏之/編著 白山書房 2,200 A5判 151p

くらべてわかるシダ 識別ポイ
ントで見分ける

桶川修/文、大作晃
一/写真

山と溪谷社 2,400 B5判 208p

下山の哲学 登るために下る 竹内洋岳 太郎次郎社エデ
ィタス

1,800 四六判 254p

現代山岳信仰曼荼羅 藤田庄市 天夢人 1,800 A5判 240p
現代ネパールを知るための60章 日本ネパール協会/

編
明石書店 2,000 四六判 396p

原野から見た山〈ヤマケイ文庫〉 坂本直行 山と溪谷社 900 文庫判 240p
ここはチベット ベールを脱い
だ秘境の姿

鄭堆主/編、三好祥
子/訳

科学出版社東京 4,800 B5判 234p

古地図で楽しむ富士山 大高康正/編著 風媒社 1,700 A5判 181p
小屋番三六五日〈ヤマケイ文庫〉 山と溪谷社/編 山と溪谷社 900 文庫判 319p
【さ】
最高におもしろい人生の引き寄
せ方

高橋大輔 アスコム 1,500 四六判 304p

最新科学が映し出す火山 その
成り立ちから火山災害の防災、
富士山大噴火

萬年一剛 ベストブック 1,400 190× 239p

里山・高山で見た 信州の希少
種

南澤正史 しなのき書房 1,500 A5判 208p

里山に暮らすアナグマたち フ
ィールドワーカーと野生動物

金子弥生 東京大学出版会 3,800 四六判 248p

里山の地衣類ハンドブック 柏谷博之、大村嘉人 文一総合出版 1,800 新書判 136p
里山風土記 山野草編 高久育男 国書刊行会 3,300 A5判 392p
サバイバル家族 服部文祥 中央公論新社 1,650 四六判 247p
山岳信仰と考古学 3 山の考古学研究会/

編
同成社 9,000 A5判 370p
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山岳科学 Mountain Science 松岡憲知・泉山茂之
・楢本正明・松本
潔/編

古今書院 4,000 B5判 127p

シートン動物記〈ヤマケイ文庫〉 白土三平、岡本鉄二 山と溪谷社 1,200 文庫判 592p
シェルパ斉藤の親子旅20年物語 斉藤政喜 産業編集セン

ター
1,100 B6変形判 284p

シェルパのポルパ エベレスト
にのぼる

石川直樹/文、梨木
羊/絵

岩波書店 1,800 A4判 32p

シェルパのポルパ 冬虫夏草と
おおきなヤク

石川直樹/文、梨木
羊/絵

岩波書店 1,800 A4判 32p

自然に生きる力 24時間の自然
を満喫する

辰野 勇 KADOKAWA 1,500 四六判 224p

写真で楽しむ山梨百名山 山梨日日新聞社編 山梨日日新聞社 1,800 A5判 160p
狩猟教書 羆撃ち久保俊治 久保俊治 山と溪谷社 2,800 A5判 320p
新うつくしま百名山 福島テレビ/編 福島テレビ 1,800 A5判 218p
深淵の森 伊豆天城連山 土屋正英 風景写真出版 3,000 250×260 113p
人生を走る ウルトラトレイル
女王の哲学

リジー・ホーカー著
/藤村奈緒美訳

草思社 2,000 四六判 384p

森林の系統生態学 ブナ科を中
心に

広木詔三 名古屋大学出版
会

5,400 A5判 388p

すぐできる ひもとロープの結
び方

リベラル社 800 文庫判 176p

脊振山系徹底踏査！ チームN編 海鳥社 1,800 B5判 144p
それでも僕は歩き続ける 田中陽希 平凡社 1,400 四六判 216p
ソロ登山の知恵〈ヤマケイ新書〉 山と溪谷編集部/編 山と溪谷社 1,000 新書判 144p
ソロトレッキングの登山術 ひ
とりで楽しく安全に山を歩くた
めのガイドブック

長谷川治宏 文芸社 1,100 四六判 160p

【た】
高尾山に咲く花 勝山輝男/著、村川

博實/写真
有隣堂 1,800 新書判 256p

高尾山の麓から 自然を見つめ
て

菱山忠三郎 揺籃社 1,700 A5判 164p

高尾山ハイキング案内 高尾
山・小仏城山・景信山・陣馬山・
八王子城山・南高尾山稜を歩く

山と溪谷社/編 山と溪谷社 1,800 A5判変形 207p

高尾山歴史の散歩道 外山 徹 ふこく出版 星
雲社

3,000 A5判 249p

焚き火の本 猪野正哉 山と溪谷社 1,800 A5判 174p
蓼食う人々 遠藤ケイ 山と溪谷社 1,500 四六判 336p
玉まつり 深田久弥『日本百名
山』と『津軽の野づら』と

門 玲子 幻戯書房 2,800 四六判 224p

丹沢〈ヤマケイアルペンガイド〉 三宅岳 山と溪谷社 2,300 A5判 220p
丹沢・大山・相模の村里と山伏
―歴史資料を読みとく

城川隆生 夢工房 1,700 ？ 159p

地図づくりの現在形 地球を測
り、図を描く

宇根 寛 講談社 1,700 四六判 251p

ちゅうごく山歩き vol. 7 松島 宏 中国新聞社 476 B5判 47p
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鳥海山を登る 佐藤 要 佐藤 要 2,700 A5判 298p
ツキノワグマのすべて 森と生
きる。

小池伸介/著、澤井
俊彦/写真

文一総合出版 1,800 A5判 126p

剱岳―線の記 平安時代の初登
頂ミステリーに挑む

高橋大輔 朝日新聞出版 1,700 四六判 259p

剱人 剱に魅せられた男たち
増補文庫版〈ヤマケイ文庫〉

星野秀樹 山と溪谷社 800 文庫判 238p

定本 山小屋主人の炉端話〈ヤ
マケイ文庫〉

工藤隆雄 山と溪谷社 900 文庫判 347p

定本 山のミステリー 異界と
しての山〈ヤマケイ文庫〉

工藤隆雄 山と溪谷社 800 文庫判 320p

テーピングで快適！登山＆ス
ポーツクライミング〈ヤマケイ
新書〉

高橋 仁 山と溪谷社 1,000 新書判 183p

手塚治虫の山〈ヤマケイ文庫〉 手塚治虫、手塚プロ
ダクション

山と溪谷社 1,000 文庫判 400p

東京起点沢登りルート100 新
版

宗像兵一 山と溪谷社 2,000 A5判 239p

東京発半日徒歩旅行調子に乗っ
てもう一周！ まだまだある！
朝寝した休日でもたっぷり楽し
める東京近郊「超」小さな旅〈ヤ
マケイ新書〉

佐藤徹也 山と溪谷社 1,000 新書判 320p

東京もっこり散歩 街中のふく
らみを愉しむ

いからしひろき／
文、芳澤ルミ子／写
真

自由国民社 1,400 A5変形判 127p

ときめく雲図鑑 菊池真以/写真・文 山と溪谷社 1,600 A5判 128p
ドキュメント山小屋とコロナ
〈ヤマケイ新書〉

山と溪谷社／編 山と溪谷社 1,000 新書判 255p

【な】
雪崩事故事例集190 出川あずさ 山と溪谷社 2,700 B5判 144p
新田次郎 続・山の歳時記〈ヤ
マケイ文庫〉

新田次郎 山と溪谷社 880 文庫判 320p

日本鳥類図鑑 久保敬親 山と溪谷社 4,200 A4変形判 304p
日本の川読み歩き 百冊の時代
小説で楽しむ

岡村直樹 天夢人 1,600 B6判 245p

日本100岩場４東海・関西 増
補改訂最新版

北山 真 山と溪谷社 2,300 A5変形判 200p

日本百名山登山ガイド 上・下
〈ヤマケイアルペンガイド〉

山と溪谷社 各
2,500

A5判 232p

【は】
萩原編集長 危機一発！ 今だ
から話せる遭難未遂と教訓〈ヤ
マケイ文庫〉

萩原浩司 山と溪谷社 1,000 新書判 352p

白山＊立山花ガイド 栂 典雅/文・写真 橋本確文堂 1,500 150×94 192p
白山登山 全コースガイドと白
山手取川ジオパーク

柚本寿二/編著 北國新聞社 2,000 A5判 203p

白嶺の金剛夜叉 山岳写真家白
簱史朗

井ノ部康之 山と溪谷社 2,000 四六判 328p

はじめよう！ソロキャンプ 森 風美 山と溪谷社 1,300 A5判 119p
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旗振り山と航空灯台 柴田昭彦 ナカニシヤ出版 3,000 A5判 323p
パフォーマンスロッククライミ
ング 新装版

Dale Goddard、Udo
Neumann/著、森尾
直康/翻訳

山と溪谷社 2,000 A5変形判 208p

東アジアの「伝統の森」100撰
山・革・里・海をつなぐ森の文
化

薗田 稔/監修、李
春子/編著

サンライズ出版 3,200 A5判 288p

東ヒマラヤ 都市なき豊かさの
文明

安藤和雄/編著 京都大学学術出
版会

6,500 A5判 537p

ヒグマ学への招待 自然と文化
で考える

増田隆一/編著 北海道大学出版
会

3,600 A5判 369p

ヒグマ大全 門崎允昭 北海道新聞社 2,200 A5変形 272p
飛騨の乗鞍岳 木下喜代男 岐阜新聞社 2,000 A5判 322p
人を襲うクマ 遭遇事例とその
生態〈ヤマケイ文庫〉

羽根田治/著、山﨑
晃司/解説

山と溪谷社 880 文庫判 253p

ヒマラヤ縦走―「鉄の時代」の
ヒマラヤ登山

鹿野勝彦 本の泉社 3,500 A5判 434p

ヒマラヤを歩く 60歳から始め
るネパールトレッキング
YAMAKEI CREATIVE
SELECTION

安藤哲雄 山と溪谷社 2,000 A5判 120p

百名山わずらい 牧野恵子 風媒社 1,800 A5判 245p
ピリカ 半田菜摘 エイアンドエフ 1,800 B5変型 136p
フィールドで使える 図説 植
物検索ハンドブック 埼玉2998
種類 改訂新版

埼玉県絶滅危惧植物
種調査団

さきたま出版会 3,000 A5判 527p

福智山系徹底踏査！ 美しき樹
林と大展望の頂が呼んでいる
TETTEI TOUSA SERIES

挾間照生 海鳥社 1,800 170×260 127p

富士山学 第１号 静岡県富士山世界遺
産センター/編

雄山閣 2,600 B5判 92p

富士山境目図鑑 境目だから面
白い、五合目の地質と動植物

山梨県富士山科学研
究所編著

丸善出版 2,200 A5判 160p

｢富士山と山麓の野鳥 季節ご
とに」水越文孝写真集

水越文孝 三省堂書店 創
英社

2,200 28cm 153p

富士山にのぼる 増補版 石川直樹 アリス館 1,400 A4判横長 43p
富士山八十八景 Eighty-eight
views of Mt. Fuji

パイインターナショ
ナル/編著、伏原玲
子/訳

パイインターナ
ショナル

2,000 A4判変形 112p

富士山噴火の考古学 火山と人
類の共生史

富士山考古学研究会
/編

吉川弘文館 4,500 A5判 347p

冬の旅 ザンスカール、最果て
の谷へ

山本高樹 雷鳥社 1,800 A5変形 288p

ぶらっとヒマラヤ 藤原章生 毎日新聞出版 1,300 新書判 240p
ふるさとの山を歩く子供たち 伊藤大三郎/写真・

文
岐阜新聞社 2,000 大型本 191p

別子銅山の森 銅山に付属した
森林の荒廃と再生

馬場孝三 鳥影社 1,800 B6判 212p

北海道の野鳥 改訂第２版 北海道新聞社編 北海道新聞社 2,500 B6判 392p
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北海道 夏山ガイド３ 東・北
大雪、十勝連峰の山々 最新第
３版

梅沢 俊、菅原靖彦、
長谷川 哲

北海道新聞社 2,300 B6判 272p

北海道夏山ガイド４ 日高山脈
の山々 最新第３版

長谷川 哲、菅原靖
彦

北海道新聞社 2,300 B6判 232p

北海道野鳥観察地ガイド 増補
新版

大橋弘一 北海道新聞社 2,000 A5判 240p

北海道の山〈ヤマケイアルペン
ガイド〉

伊藤健次 山と溪谷社 2,600 A5判 184p

北極探検隊の謎を追って ベア・ウースマ/著、
ヘレンハルメ美穂/
訳

青土社 2,200 四六判 316p

【ま】
マタギに学ぶ登山技術〈ヤマケ
イ新書〉

工藤隆雄 山と溪谷社 890 新書判 240p

マタギ奇談〈ヤマケイ文庫〉 工藤隆雄 山と溪谷社 750 文庫判 235p
真夏の刺身弁当 旅は道連れ世
は情け

沢野ひとし 産業編集セン
ター

1,100 173×114 304p

まほろばの山と高原 続々 みず森ひろ史 白山書房 1,400 四六判 292p
道しるべに会いに行く 丹沢・
不老山周辺の岩田澗泉さんの道
標

浅井紀子/著、三宅
岳/写真

風人社 1,600 A5変形判 140p

南アルプス〈ヤマケイアルペン
ガイド〉

中西俊明、伊藤哲哉、
岸田 明

山と溪谷社 2,500 A5判 244p

みんなの山歩き 新越中百山 山凱会/編著 富山テレビ放送 2,800 A5判 240p
ムネヤス先生が、いた。コロボ
ックル・ヒュッテ幻想譚
〈YAMAKEI CREATIVE
SELECTION〉

伊藤秀雄 山と溪谷社 2,000 B6判 316p

もっともっとゆる山歩き まい
にちが山日和

西野淑子 東京新聞出版局 1,200 四六判 128p

森のふしぎ 馬場孝三 鳥影社 1,200 四六判 165p
【や】
野外毒本 被害実例から知る日
本の危険生物〈ヤマケイ文庫〉

羽根田 治 山と溪谷社 1,200 文庫判 171p

八ケ岳の野鳥に逢いにきまし
た。

柳生 博、高柳明音 東京ニュース通
信社

2,000 A5判 112p

柳林のヤマセミたち 中林光生 渓水社 2,500 四六判 232p
薮岩魂 続 打田鍈一 山と溪谷社 2,200 A5変形判 223p
山怪２ 山人が語る不思議な話
〈ヤマケイ文庫〉

田中康弘 山と溪谷社 800 文庫判 317p

山小屋の灯〈ヤマケイ文庫〉 小林百合子/文、野
川かさね/写真

山と溪谷社 1,000 文庫判 207p

山里を襲った土砂災害の体験記
令和元年台風19号 老研究者が
鳴らす山里・山裾住人への警鐘

塚本良則 白山書房 1,300 A5判 102p

山旅句 エッセー集 高澤光雄 北海道出版企画
センター

1,600 B6判 232p

山旅ときめき紀行 山は愉しみ
に満ちている

渡辺国男 日本機関紙出版
センター

1,500 A5判 292p

A 25



山地図本 春編 九州・山口の
登山ルートガイド

西日本新聞社 1,300 B5判 120p

山とあめ玉と絵具箱 川原真由美/文・絵 リトルモア 1,800 四六判 165p
山と獣と肉と皮 繁延あづさ 亜紀書房 1,600 四六判 238p
山 と け も の と 猟 師 の 話
Woodlands, wild animals, and
the hunter’s story

高橋秀樹 静岡新聞社 1,200 四六判 136p

山と森を愉しむ 中年からの山
歩き

武田信照 白山書房 1,500 四六版 236p

山に立つ神と仏 柱立てと懸造
の心性史

松崎照明 講談社 1,950 四六判 288p

山の朝霧 里の湯煙〈ヤマケイ
文庫〉

池内 紀 山と溪谷社 800 文庫判 288p

山の足音 山のえくぼ〈ヤマケ
イ文庫〉

畦地梅太郎 山と溪谷社 900 文庫判 252p

山の観天望気 雲が教えてくれ
る山の天気〈ヤマケイ新書〉

猪熊隆之、海保芽生 山と溪谷社 1,000 新書判 144p

山の旅人 冬季アラスカ単独行 栗秋正寿 閑人堂 2,400 四六判 255p
山の出べそ〈ヤマケイ文庫〉 畦地梅太郎 山と溪谷社 1,100 文庫判 368p
山の不可思議事件簿〈ヤマケイ
文庫〉

上村信太郎 山と溪谷社 750 文庫判 232p

山登りでつくる感染症に強い体
コロナウイルスへの対処法〈ヤ
マケイ新書〉

齋藤 繁 山と溪谷社 900 新書判 240p

山は登ってみなけりゃ分からな
い

石丸謙二郎 敬文舎 1,500 四六判 255p

山へ帰る道 中谷寶悦郎 白山書房 1,800 四六判 266p
山を買う〈ヤマケイ新書〉 福崎 剛 山と溪谷社 1,000 新書判 224p
山をつくる 東京チェンソーズ
の挑戦

菅 聖子 小峰書店 1,500 四六判 203p

山を渡る VOL.3 三多摩大
岳部録

空木哲生 KADOKAWA 680 B6判 168p

夢の山岳鉄道〈ヤマケイ文庫〉 宮脇俊三 山と溪谷社 850 文庫判 253p
You are what you read. あなた
は読んだものに他ならない

服部文祥 本の雑誌社 1,700 四六判 264p

吉野と大峰 山岳修験の考古学 森下惠介 東方出版 3,800 A5判 250p
【ら】
レスキュー・ハンドブック 野
山・水辺ですぐ役立つファース
トエイド＆レスキューの最新テ
クニック 増補改訂新版

藤原尚雄、羽根田
治

山と溪谷社 1,200 小B6判 176p

六甲山を歩こう！ おすすめ25
コース

根岸真理 神戸新聞総合出
版センター

1,600 A5判 128p
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――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

2020 年度役員・評議員・支部長名簿

会 長 古野 淳
副 会 長 野澤 誠司 山本 宗彦 坂井 広志
常務理事 永田弘太郎 萩原 浩司 古川 研吾
理 事 安井 康夫 清登 緑郎 神尾 重則

清水 義浩 飯田 邦幸 柏 澄子
近藤 雅幸

監 事 黒川 惠 石川 一樹

評 議 員 山本 良三 成川 隆顕 神﨑 忠男
橋本 清 今村 千秋 吉永 英明
吉川 正幸 伊丹 紹泰 小林 政志
重廣 恒夫 絹川 祥夫 大谷 亮
森 武昭 中山 茂樹 野口いづみ

支部長 北海道＝藤木 俊三 青 森＝中村 勉 岩 手＝阿部 陽子
宮 城＝冨塚 和衛 秋 田＝鈴木 裕子 山 形＝野堀 嘉裕
福 島＝佐藤 一夫 茨 城＝浅野 勝己 栃 木＝渡邉 雄二
群 馬＝北原 秀介 埼 玉＝大山 光一 千 葉＝松田 宏也
東京多摩＝野口いづみ 神奈川＝込田 伸夫 越 後＝桐生 恒治
富 山＝鍛冶 哲郎 石 川＝樽矢 導章 福 井＝森田 信人
山 梨＝北原 孝治 信 濃＝米倉 逸生 岐 阜＝高木 基揚
静 岡＝有元 利通 東 海＝髙橋 玲司 京都・滋賀＝松下 征文
関 西＝茂木 完治 山 陰＝白根 一 広 島＝斎 陽
四 国＝尾野 益大 福 岡＝高木 荘輔 北九州＝日向 祥剛
熊 本＝中林 暉幸 東九州＝加藤 英彦 宮 崎＝荒武 八起



編

集

後

記

ま
さ
か
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
こ
れ
ほ
ど
長
引
き
、
さ

ら
に
新
た
な
変
異
株
が
出
現
、
猛
威
を
振
る
っ
て
感
染
者
数
が
飛
躍
的
に

増
大
し
、
医
療
態
勢
も
逼
迫
し
て
い
る
と
い
う
現
状
に
は
驚
く
ば
か
り
で

す
。
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
も
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
も
な
ぜ
か
緊
張
感

に
乏
し
く
、
つ
い
つ
い
『
山
岳
』
の
編
集
作
業
も
滞
り
が
ち
で
し
た
。
そ

の
影
響
か
ら
か
進
行
も
遅
れ
が
ち
に
な
り
ま
し
た
が
、
な
ん
と
か
『
山
岳
』

2
0
2
1
年
も
校
了
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
例
年
よ
り

半
月
遅
れ
て
の
刊
行
で
し
た
。

さ
て
、
表
紙
画
は
昨
年
よ
り
画
家
・
写
真
家
の
小
谷
明
氏
の
画
に
な
り

ま
し
た
。
今
回
の
画
は
パ
タ
ゴ
ニ
ア
の
ド
レ
ス
・
ト
ー
レ
と
ア
マ
ル
ガ
湖

で
、
湖
面
に
映
る
神
秘
的
な
山
容
が
魅
力
的
で
す
。

巻
頭
の
寄
稿
は
2
本
、
ま
ず
古
道
歩
き
の
楽
し
さ
、
奥
の
深
さ
を
竹
内

康
之
氏
に
綴
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
記
念
事
業
委
員
会
の
「
全
国
山
岳
古

道
調
査
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
活
動
を
始
め
た
こ
と
で
す
し
、
支
部
会
員
か

ら
募
っ
た
地
元
の
古
道
紹
介
な
ど
、
今
後
の
展
開
が
楽
し
み
で
す
。
2
本

目
は
コ
ロ
ナ
禍
の
1
年
を
俯
瞰
し
た
原
稿
で
す
。
登
山
者
と
山
小
屋
、
医

療
従
事
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
を
い
か
に
防
ぎ
感
染
さ

せ
な
い
か
、
安
全
に
山
を
楽
し
め
る
か
、
柏
澄
子
会
員
の
長
文
の
レ
ポ
ー

ト
で
す
。

記
録
は
2
本
、
と
も
に
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
山
群
、「
グ
レ
ー
ト
・
ヒ

マ
ラ
ヤ
・
ト
ラ
バ
ー
ス
」
隊
の
パ
プ
ク
ガ
ン
登
山
の
記
録
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ボ

ク
タ
・
ピ
ー
ク
撮
影
隊
の
記
録
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
て
、
入
山
も
下
山
も
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
ク

リ
ア
、
最
後
は
カ
ト
マ
ン
ズ
で
長
期
の
軟
禁
生
活
を
強
い
ら
れ
、
チ
ャ
ー

タ
ー
便
で
帰
国
す
る
と
い
う
、
稀
有
な
体
験
の
記
録
と
な
り
ま
し
た
。

奇
し
く
も
深
田
久
弥
に
関
す
る
読
物
が
2
本
。
折
か
ら
没
後

年
、
果

50

敢
な
人
生
を
歩
ん
で
き
た
深
田
久
弥
の
人
と
な
り
や
業
績
を
、
雁
部
貞
夫

会
員
が
振
り
返
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
一
方
、
深
田
に
私
淑
し
て
い
た
脳
科

学
者
の
黒
田
洋
一
郎
会
員
に
よ
る
寄
稿
は
、「
世
界
百
名
山
」
の
中
か
ら
、

山
岳
信
仰
の
対
象
と
な
る
名
山
を
選
ん
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
山
岳
宗

教
を
解
説
し
た
1
部
と
、
世
界
各
地
の
名
山
を
地
域
別
、
山
別
に
記
し
た

2
部
で
構
成
さ
れ
、
興
味
深
い
記
事
に
な
り
ま
し
た
。

調
査
・
研
究
も
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。
社
会
人
登
山
団
体
発
足
の
歴
史

を
ま
と
め
た
城
島
紀
夫
会
員
、
信
州
の
学
校
登
山
の
行
方
を
レ
ポ
ー
ト
し

た
菊
地
俊
朗
会
員
、
そ
し
て
、
小
島
烏
水
が
遺
し
た
飛
騨
の
著
作
を
ま
と

め
た
木
下
喜
代
男
会
員
と
、バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
内
容
に
な
り
ま
し
た
。

追
悼
は
4
名
の
方
た
ち
。
そ
れ
ぞ
れ
に
山
岳
会
で
直
接
お
世
話
に
な
っ

た
旧
知
の
方
た
ち
ば
か
り
で
、
淋
し
さ
が
募
り
ま
す
。
心
か
ら
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

最
後
の
委
員
会
の
活
動
報
告
で
す
が
、
や
は
り
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
い

く
つ
か
の
委
員
会
は
活
動
が
で
き
ず
、
報
告
も
一
部
休
載
に
な
っ
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
英
文
サ
マ
リ
ー
も
、
東
京
多
摩
支
部
の
石
塚
嘉
一
会
員
に
お
願

い
し
ま
し
た
。
英
文
サ
マ
リ
ー
は
原
稿
が
一
番
最
後
に
な
る
の
で
、
時
間

を
か
け
て
翻
訳
し
て
も
ら
う
ゆ
と
り
も
な
く
、
ご
迷
惑
を
か
け
て
ば
か
り

で
す
。
今
回
も
大
変
な
急
ぎ
足
で
、
翻
訳
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

長
年
に
わ
た
っ
て
、
当
山
岳
会
の
販
売
の
面
倒
を
み
て
い
た
だ
い
て
い

た
茗
溪
堂
が
、
今
年
を
も
っ
て
廃
業
と
な
り
ま
し
た
。
販
売
自
体
は
直
販

に
な
り
ま
す
が
、
ほ
ん
と
う
に
長
い
間
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
号
か
ら
久
保
田
賢
次
会
員
に
編
集
部
に
加
わ
っ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
編
集
の
ベ
テ
ラ
ン
で
す
の
で
、
今
後
の
『
山
岳
』
に
新
風
を
吹

き
込
ん
で
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
神
長
幹
雄
)

『山
岳
』
編
集
委
員
会

担
当
理
事
／
萩
原
浩
司
、
委
員
長
／
神
長
幹
雄

委
員
／
節
田
重
節
、
原
邦
三
、
久
保
田
賢
次
、
小
泉
弘
、
成
川
隆
顕
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四
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二
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一
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発
行
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発
行
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社

団
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発
行
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本
誌
掲
載
の
記
事
、
写
真
お
よ
び
地
図
の
無
断
転
載

を
禁
じ
ま
す
。




