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作
家
と
山
｜

内
藤
千
代
子
『
小説

冷
炎
』
を
例
と
し
て

仙

波

千

枝

序

章

第
一
節

本
稿
の
目
的

大
正
五
年
一
一
月
二
八
日
に
京
橋
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
内
藤
千
代
子
『
小説

冷
炎
』（
写
真
①
）
は
、
玉
川
和
子
と
い
う
作
家
の
上
高
地
に
お

け
る
避
暑
生
活
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
作
中
で
玉
川
は
半
月
余
り
を
上
高
地
で
過
ご
し
、
槍
ヶ
岳
（
標
高
三
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
等
に
登

山
す
る
。
内
藤
は
大
正
四
年
夏
に
上
高
地
に
足
を
運
ん
で
お
り
、『
小説

冷
炎
』
に
は
そ
の
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

上
高
地
は
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
の
拠
点
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
ア
ル
プ
ス
は
探
険
登
山
が
明
治
四
〇
年
代
か
ら
大
正
二
年
に
か

け
て
隆
盛
を
見
、
そ
の
後
一
般
の
登
山
者
が
増
加
し
て
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
大
正
四
年
に
上
高
地
で
養
老
館
が
開
業
し
た
他
、

槍
沢
小
屋
（
大
正
六
年
）・
常
念
小
屋
（
大
正
八
年
）・
殺
生
小
屋
（
大
正
九
年
）
等
の
山
小
屋
が
相
次
い
で
開
設
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
ア

ル
プ
ス
を
訪
れ
る
人
が
増
加
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
内
藤
は
上
高
地
に
滞
在
し
、『
小説

冷
炎
』
を
世
に
送
っ
た
の
で
あ
る
。
自
叙
伝
『
生
ひ
立
ち
の
記
』（
牧
民
社

大
正
三
年
）

も
既
に
上
梓
し
て
翌
年
七
月
に
は
第
八
版
を
数
え
て

１
）

お
り
、
大
正
四
年
七
月
二
日
に
は
第
五
の
著
書
に
し
て
初
の
書
き
下
ろ
し
『
惜
春
譜
』

（

）
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（
牧
民
社
）
が
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
八
号
（
大

正
四
年
八
月
一
日
）
で
長
編
の
「
小説

２
）

毒
蛇
」
の
連
載
が
始
ま
る
な
ど
、
作

家
と
し
て
躍
進
す
る
中
で
の
上
高
地
滞
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
登
山
史
関

係
の
文
献
に
は
、
内
藤
を
日
本
婦
人
初
の
槍
ヶ
岳
登
頂
者
と
す
る
も
の

が
散
見
さ
れ
る
。
内
藤
が
日
本
婦
人
初
の
槍
ヶ
岳
登
頂
者
で
『
小説

冷
炎
』

は
そ
れ
を
記
し
た
著
書
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
同
書
は
新
た
な
話
題
を

提
供
す
る
一
書
た
り
得
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
「
槍
ヶ
岳
」

に
は
他
に
「
槍
ヶ
嶽
」「
鎗
ヶ
岳
」「
鎗
ヶ
嶽
」
等
の
表
記
が
み
ら
れ
る

が
、
本
稿
で
は
引
用
文
献
は
原
典
の
通
り
と
し
、
地
の
文
で
は
「
槍
ヶ

岳
」
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
は
、『
小説

冷
炎
』
の
執
筆
・
刊
行
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
、
山
へ
足
を
運
び
自
然
を
描
く
と
い
う
作
家
の
営
み
に
つ
い

て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
者
の
世
界
を
描
い
て
き
た
内
藤
が
、
新
興
の
避
暑
地
上
高
地
を
舞
台
と
し
登
山
と
い
う
新
し
い
文
化
を
素
材

の
一
つ
と
し
て
、『
小説

冷
炎
』
で
い
か
な
る
魅
力
を
放
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
同
書
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

第
二
節

『
小説

冷
炎
』
概
略

ま
ず
、『
小説

冷
炎
』
の
概
略
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

主
人
公
の
作
家
玉
川
和
子
は
、
大
正
四
年

３
）

四
月
に
行
わ
れ
た
第
一
高
等
学
校（
以
下
一
高
、
同
校
生
徒
を
一
高
生
）の
紀
念
祭
で
亡
く
な
っ

た
恋
人
純
一
の
友
人
川
島
に
偶
然
再
会
す
る
。
川
島
は
某
省
に
勤
務
し
既
に
結
婚
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
何
度
か
玉
川
に
会
う
う
ち
に
そ
の

夏
に
予
定
し
て
い
る
上
高
地
行
き
へ
の
同
行
を
勧
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
玉
川
は
川
島
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
山
好
き
の
和
子
は
そ
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れ
に
は
い
た
く
心
を
惹
か

４
）

れ
て
」
同
行
を
決
め
た
。
そ
し
て
上
高
地
滞
在
中
に
槍
ヶ
岳
・
焼
岳
・
穂
高
岳
に
登
山
し
、
松
本
の
花
街
に
立
ち

寄
っ
た
後
帰
京
し
、
小
説
は
約
一
年
後
に
玉
川
が
詠
ん
だ
歌
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
上
高
地
に
至
る
ま
で
に
見
聞
し
た
風
物
や
梓
川
・

田
代
沼
な
ど
も
詳
細
に
描
か
れ
、
徳
本
峠
越
え
の
場
面
で
は
植
物
の
鮮
や
か
な
描
写
と
苦
し
さ
か
ら
不
平
を
連
発
す
る
玉
川
の
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
姿
が
対
照
的
で
あ
る
。
玉
川
は
上
高
地
温
泉
に
滞
在
し
、
他
の
滞
在
客
と
交
わ
し
た
会
話
も
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
「
小説

冷
炎
」
は
全
二
六

〇
ペ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
巻
末
に
書
簡
集
「
夢
の
花
片
」
が
付
さ
れ
、
全
三
一
七
ペ
ー
ジ
で
一
冊
七
五
銭
で
あ
っ
た
。

玉
川
は
、
次
の
よ
う
な
女
で
あ
る
。

和
子
の
職
業
は
所
謂
女
流
作
家
と
い
ふ
も
の
で
（
中
略
）
大
し
た
頭
脳
も
な
け
れ
ば
手
腕
も
な
く
取
立
て
ゝ
こ
れ
と
云
ふ
ほ
ど
の
物

を
書
い
た
こ
と
も
な
い
が
、
不
思
議
と
わ
り
あ
ひ
に
名
が
売
れ
て
ゐ
て
原
稿
の
依
頼
人
も
始
終
あ
る
し
、
出
版
で
も
す
れ
ば
相
当
に
は

け
も
す
る
。
つ
ま
り
低
級
だ
か
ら
万
人
向
が
す
る
の
たママ
と
云
へ
ば
云
は
れ
る
。
和
子
は
我
な
が
ら
自
分
を
決
し
て
偉
い
人
間
だ
と
は
思

つ
て
ゐ
な
い
。生
意
気
で
無
学
な
意
地
つ
張
の
仕
末
に
な
ら
ぬ
女
だ
ぐ
ら
ゐ
万
々
承
知
し
て
ゐ
る
。そ
れ
だ
の
に
余
り
わ
つ
し
よ
い
〳
〵

か
つ
が
れ
る
と
、
足
元
の
あ
ぶ
な
い
や
う
な
気
恥
し
い
や
う
な
腹
立
た
し
さ
と
迷
惑
と
を
覚
え
て
心
苦
し
か
つ
た
が
、
い
つ
と
は
な
し

に
馴
れ
て
了
へ
ば
う
ら
若
い
身
に
不
似
合
な
先
生
称
を
う
け
て
も
平
気
で

５
）

ゐ
た
。

「
名
が
売
れ
て
ゐ
て
原
稿
の
依
頼
人
も
始
終
あ
る
し
、
出
版
で
も
す
れ
ば
相
当
に
は
け
も
す
る
」売
れ
っ
子
作
家
と
し
て
の
自
負
心
は
、
内

藤
の
心
情
を
も
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
「
女
流
作
家
」
の
語
の
使
用
は
初
め
て
で
、
こ
こ
に
も
内
藤
の
作
家
と
し
て
の
自
信
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

『
小説

冷
炎
』
の
表
紙
に
は
大
き
な
赤
い
ハ
ー
ト
が
描
か
れ
、『
女
学
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
に
は
「
囚
は
れ
ざ
り
し
恋
愛
の
幾
つ
か
を
巧

み
に
綴
つ
て
今
冷
炎
一
篇
を
成
し
ぬ
其
舞
台
は
何
処
？
男
は
誰
ぞ
？
彼
の
女
が
味
ひ
た
る
す
べ
て
の
恋
は
其
の
優
婉
な
る
才
筆
に
よ
り
て
余

蘊
な
く
抉
出
せ

６
）

ら
る
。」
と
謳
わ
れ
て
お
り
、『
小説

冷
炎
』に
は
内
藤
の
恋
愛
遍
歴
が
綴
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
新
聞

に
も
同
様
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（『
読
売
新
聞
』
大
正
五
年
一
一
月
二
七
日
）。
し
か
し
『
小説

冷
炎
』
は
、
こ
れ
ら
の
広
告
か
ら
イ
メ
ー
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ジ
さ
れ
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。

玉
川
に
は
、
克
巳
（
克
己
）
と
い
う
学
生
の
恋
人
が
い
た
。
克
巳
と
の
出
会
い
は
、「
和
子
も
胸
に
克
巳
と
い
ふ
俤
人
の
生
れ
て
か
ら
、
大

へ
ん
い
ぢ
ら
し
く
濃
や
か
な
情
緒
を
持
つ
や
う
に
な
つ
て
、
物
の
見
方
も
ち
が
つ
て

７
）

来
た
。」
と
い
う
変
化
を
玉
川
に
も
た
ら
し
た
。
し
か
し

玉
川
は
、
克
巳
へ
の
思
い
を
「
見
す
〳
〵
自
分
の
魂
を
人
に
奪
ら

８
）

れ
る
」
と
感
じ
、
耐
え
難
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
苦
悩
の
末
、
上
高
地
出

発
前
に
玉
川
は「
少
な
く
と
も
今
少
し
自
分
が
立
派
な
も
の
に
な
る
ま
で
は
、
顔
を
合
せ
や
う
と
は
思
つ
て
ゐ

９
）

な
い
。」
と
決
め
克
巳
に
別
れ

を
告
げ
た
。
し
か
し
玉
川
は
克
巳
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
上
高
地
で
「
毎
日
〳
〵
あ
て
も
な
い
克
巳
か
ら
の
手
紙
を
期
待
し
て

10
）

ゐ
る
」
状
態

で
、
旅
の
終
わ
り
に
至
っ
て
も
「
都
へ
近
づ
く
に
つ
れ
て
和
子
は
つ
く
〴
〵
克
巳
が
恋
し
か

11
）

つ
た
。」
の
で
あ
っ
た
。

「
冷
炎
」
と
い
う
書
名
は
、
巻
末
の
「
銷さ
し
た
る
に
叩
く
は
た
ぞ
や
胸
の
扉
を
去
に
ま
せ
こ
ゝ
は
魔
女
の
棲

12
）

処
ぞ
」
と
い
う
歌
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
恋
愛
へ
の
冷
め
た
思
い
に
よ
る
。
青
年
と
の
交
流
を
華
や
か
に
描
き
、
指
導
者
河
岡
潮
風
と
の
恋
愛
が
話
題
に
上
り
、
そ
の
後
も
内

藤
の
作
品
に
登
場
す
る
作
家
の
恋
人
の
モ
デ
ル
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
な
ど
、
内
藤
に
は
恋
多
き
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
し
か
し『
小説

冷

炎
』
の
結
末
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
恋
愛
へ
の
「
銷
し
た
る
」
心
情
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
小説

冷
炎
』
で
島
々
か
ら
玉
川
ら
を
上
高
地
に
案
内
し
、
登
山
に
も
同
行
し
た
の
は
佐
山
平
内
と
い
う
案
内
人
で
、
同
年
七
月
に
『
大
阪
毎

日
新
聞
』
記
者
橋
詰
せ
み
郎
（
本
名
良
一
）
が
上
条
嘉
門
次
を
取
材
し
た
際
の
「
案
内
者
の

13
）

佐
内
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
佐
内
と
い
う
案

内
人
に
つ
い
て
は
、
横
山
篤
美
『
上
高
地
物
語
｜

そ
の
歴
史
と
自
然
』（
山
と
渓
谷
社

昭
和
五
六
年
）
に
「
島
々
駅
近
く
の
佐
内
」「
前

淵
の
佐
内
」
が
記
述
さ
れ
て

14
）

お
り
、
佐
内
と
い
う
名
字
は
あ
ま
り
な
く
地
名
か
ら
見
て
も
両
者
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く

こ
の
佐
内
が
佐
山
平
内
の
モ
デ
ル
で
あ
ろ
う
。『
小説

冷
炎
』に
登
場
す
る
佐
山
は
、「
丸
々
と
し
た
顔
の
、
日
に
焼
け
て
赤
く
光
つ
た
人
の
よ
さ

さ
う

15
）

な
男
」
で
島
々
の
言
葉
で
話
し
、
玉
川
を
槍
ヶ
岳
と
穂
高
岳
に
案
内
し
た
。

橋
詰
は
『
小説

冷
炎
』
で
は
橋
本
と
な
っ
て
お
り
、
玉
川
の
知
己
と
い
う
設
定
で
あ
る
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』
は
大
正
元
年
に
内
藤
を
「
謎
の

少
女
」
と
紹
介
し
た
が
（
大
正
元
年
一
一
月
一
七
〜
二
六
日

全
九
回

尾
竹
紅
吉
と
内
藤
を
紹
介
し
た
記
事
で
尾
竹
の
分
を
含
む
）、
そ
の
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記
事
の
執
筆
者
が
橋
詰
で
あ
っ
た
。
橋
詰
は
上
高
地
を「
神
高
内
」と
記
し
、「
名
物
の
嘉
門
次
を
訪
ふ
」と
題
し
て
大
正
四
年
七
月
一
四
〜
一

六
日
の
三
回
に
わ
た
っ
て
上
条
を
「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
仙
人
爺
」「
中
央
ア
ル
プ
ス
の
生
字
引
」
と
紹
介
し
た
。
な
お
上
条
に
取
材
し
た
橋
詰

の
こ
の
記
事
は
、
加
筆
修
正
後
『
山
岳
』
第
一
〇
年
第
二
号
（
大
正
四
年
一
二
月
二
七
日
）「
雑
報
」
欄
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
橋
詰
は
『
山

岳
』
第
一
〇
年
第
三
号
（
大
正
五
年
五
月
一
五
日
）「
雑
報
」
欄
で
、「
嶋
々
の
宿
の
薄
暗
い
ラ
ン
プ
の
蔭
で
、
明
日
は
私
の
荷
物
を
持
た
う

と
い
ふ
案
内
者
の
佐
内
」
か
ら
聞
い
た
「
山
の
ロ
ー
マ
ン
ス
」
を
紹
介
し
て
い
る
。

上
条
嘉
門
次
は
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
つ
い
て
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。『
小説

冷
炎
』
で
玉
川
は
上
条
の
小
屋
を

訪
れ
て
お
り
、
内
藤
も
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
案
内
人
を
務
め
た
こ
と
で
著
名
に
な
っ
た
上
条
は
こ
の
時
六
六

歳
で（
大
正
六
年
一
〇
月
二
六
日
六
九
歳
で
死
去
）、
他
の
案
内
人
の
日
当
が
一
円
五
〇
銭
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
上
条
は
二
円
で
し
か
も
荷
物
を

担
が
な
か
っ
た

16
）

反
面
、
来
訪
者
は
誰
で
も
快
く
迎
え
入
れ
る
と
い
う
人
懐
こ
い
一
面
も
あ
っ
た
。
内
藤
は
上
条
を
、「
紺
の
股
引
筒
袖
の
上
に

暖
か
さ
う
な
毛
皮
の
袖
無
し
を
着
、
笑
ふ
と
眼
の
細
い
、
口
の
耳
ま
で
裂
け
た
や
う
な
、
憎
気
は
な
い
が
ビ
リ
ケ
ン
そ
つ
く
り
の
顔
立
を
し

て

17
）

ゐ
た
。」
と
描
い
て
い
る
。
ま
た「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
名
と
共
に
日
本
人
よ
り
外
国
人
の
間
に
古
く
か
ら
広
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
山
の
元
老
だ

と
思
ふ
と
、
一
種
の
尊
敬
の
念
が
加
は
つ
て
和
子
は
真
摯
な
態
度
を
く
づ
さ
な
か

18
）

つ
た
。」
と
す
る
玉
川
の
上
条
へ
の
敬
意
は
、
内
藤
の
心
情

を
も
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
会
話
は
、
玉
川
に
槍
ヶ
岳
登
山
を
促
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

槍
ヶ
岳
登
山
に
は
、
玉
川
は
川
島
と
佐
山
と
共
に
出
発
し
、
坊
主
小
屋
（
標
高
二
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
付
近
）
に
到
着
し
た
際
「
ま
だ
太
陽

は
青
空
に
高
く
輝
い
て
ゐ
」
た
た
め
、「
い
つ
そ
今
一
奮
発

も
う
ひ
と
の
し
の
し
た
ら
ど
う
だ

」
と
い
う
川
島
の
提
案
に
玉
川
が
「
行
か
う
ぢ
や
な

19
）

い
の
」

と
応
え
、
槍
の
肩
か
ら
二
三
分
か
け
て
頂
上
に
到
達
し
た
。
そ
し
て
山
頂
で
玉
川
は
、
睡
魔
と
闘
い
な
が
ら
周
囲
の
「
雄
大
と
云
は
う
か
、

混
乱
と
云
は
う
か
美
観
と
云
は

20
）

う
か
」
と
い
う
景
観
に
驚
嘆
し
、「
川
島
は
ノ
ー
ト
を
引
つ
裂
い
た
紙
片
に
記
名
し
て
宮（
筆
者
注
＊
播
隆
上

人
が
設
置
し
、
阿
弥
陀
仏
、
観
世
音
菩
薩
、
文
殊
菩
薩
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
安
置
さ
れ
て

21
）

い
る
）に
納

22
）

め
た
。」
後
坊
主
小
屋
ま
で
戻
っ
て
泊
ま
っ

た
。
そ
の
後
玉
川
は
、
夕
食
も
翌
日
の
朝
食
・
昼
食
も
ほ
と
ん
ど
口
に
し
な
い
ま
ま
翌
日
午
後
二
時
半
ご
ろ
上
高
地
へ
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。
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上
高
地
を
出
発
し
た
日
の
う
ち
に
槍
ヶ
岳
頂
上
を
極
め
た
の
は
、
小
島
烏
水
「
鎗
ヶ
嶽
探

23
）

険
記
」
と
同
様
で
あ
っ
た
。

上
高
地
に
滞
在
す
る
こ
と
半
月
余
り
、
玉
川
は
槍
ヶ
岳
・
焼
岳
登
頂
後
八
月
半
ば
に
一
旦
帰
京
を
決
め
た
も
の
の
、
帰
京
の
日
の
朝
「
今

朝
は
あ
ん
ま
り
好
お
天
気
だ
か
ら
穂
高
へ
行
つ
て
見
な
い

24
）

こ
と
。」
と
穂
高
岳
登
山
を
思
い
立
っ
て
足
を
運
び
、
そ
の
翌
日
上
高
地
を
離
れ

た
。「
穂
高
」
の
山
頂
の
様
子
を
内
藤
は
「
其
処
は
矢
張
り
風
雪
に
虐
げ
ら
れ
た
岩
角
と
ご
ろ
た
石
の
堆
積
で
、
し
か
し
鎗
の
穂
の
や
う
に
狭

く
は
な
く
、
そ
の
ま
ゝ
脊
梁
伝
ひ
に
前
穂
高
や
中
穂
高
の
方
へ
も
行
け
る
や
う
に
な
つ
て

25
）

ゐ
る
」
と
描
い
て
お
り
、
こ
の
「
穂
高
」
は
明
神

岳
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

松
本
の
花
町
へ
の
立
寄
り
は
川
島
の
発
案
に
よ
る
も
の
で
、
玉
川
は
「
大
い
に
廓
の
情
趣
を
味
は
つ
て
来
ま
せ
う
、
ほ
ゝ
ゝ
。
東
京
だ
と

ま
た
何
ん
の
か
ん
の
う
る
さ
い
け
れ
ど
…
…
信
州
辺

こ
ん
な
と
こ
な
ら
か
ま
は
な

26
）

い
わ
。」
と
の
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。
内
藤
は
『
惜
春
譜
』
で
も
吉
原

に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
話
題
と
な
っ
た
尾
竹
紅
吉
ら
青

社
社
員
の
吉
原
登
楼
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ

で
玉
川
は
、
芸
妓
に
は
嫌
悪
感
を
抱
い
た
も
の
の
、
半
玉
の
嘉
代
に
は
「
東
京
へ
帰
つ
た
ら
何
か
よ
ろ
こ
び
さ
う
な
も
の
を
送
つ
て
や
り

27
）

た
い
」
と
妹
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
。

『
小説

冷
炎
』
で
内
藤
は
、
作
家
玉
川
和
子
の
避
暑
地
暮
ら
し
を
描
い
た
。
内
藤
の
作
品
は
内
藤
自
身
が
主
人
公
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
読
ま

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
内
藤
の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
な
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
内
藤
が
寄
書
家
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
『
女
学
世
界
』
に
も
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

」
と
題
し
た
作
品
（
全
三
回
）
が
掲
載

28
）

さ
れ
、
友
人
兄
妹
と
上
高
地
を
訪
れ
槍
ヶ
岳

に
登
頂
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

『
女
学
世
界
』
の
「
誌
友
倶
楽
部
」
欄
（
筆
者
注
＊

投
書
欄
）
に
は
『
小説

冷
炎
』
に
対
す
る
読
者
の
反
応
は
み
ら
れ
な
い
が
、「
日
本
ア
ル
プ

ス
へ
」
に
は
次
の
よ
う
な
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

千
代
子
様
の
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
」
は
ほ
ん
と
う
に
面
白
く
〳
〵
拝
見
い
た
し
ま
し
た
わ
。
急
に
私
も
一
度
登
つ
て
見
た
う
な
り
ま
し

た
。
ほ
ん
と
う
に
雄
々
し
い
方
で
ゐ
ら
つ
し
や
い
ま
す
ね
。
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十
月
号
に
は
自
分
の
一
番
期
待
す
る
内
藤
様
の
毒
蛇
を
拝
見
す
る
事
が
出
来
な
い
の
で
物
た
り
な
う
御
座
い
ま
し
た
が
、
あ
の
達
筆
に

描
か
れ
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
」
を
拝
見
し
て
は
、
彼
の

山
も
目
の
あ
た
り
に
見
え
る
様
で
御
座
い

29
）

ま
す
。

第
一
五
巻
第
八
号
（
大
正
四
年
八
月
一
日
）
で
連
載
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
「
小説

毒
蛇
」
を
休
載
し
て
の
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

」
の
連
載

で
あ
っ
た
が
、
内
藤
は
日
本
ア
ル
プ
ス
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
得
た
の
で
あ
る
。
読
者
は
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

」
を
内
藤
の
登
山
記
と
と

ら
え
、「
ほ
ん
と
う
に
雄
々
し
い
方
で
ゐ
ら
つ
し
や
い
ま
す
ね
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
登
山
と
い
う
営
み
は
作
家
と
し
て
の
魅
力
を
増
す
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
女
流
作
家
」
が
上
高
地
に
滞
在
し
登
山
を
試
み
る
と
い
う
『
小説

冷
炎
』
は
、
い
か
な
る
魅
力
を
放
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
山
と

上
高
地
、
そ
し
て
槍
ヶ
岳
登
山
に
焦
点
を
当
て
、
以
下
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章

山
へ
の
関
心

第
一
節

登
山
の
興
隆

生
活
の
糧
を
得
る
た
め
に
山
に
入
り
、
成
長
の
証
と
し
て
山
に
登
り
、
山
野
を
旅
し
そ
の
自
然
を
描
く
と
い
う
営
み
は
古
く
か
ら
行
わ
れ

て
い
た
が
、
志
賀
重
昴
が
『
日
本
風
景
論
』（
政
教
社

明
治
二
七
年
）
で
山
の
自
然
を
描
き
、「
山
は
自
然
界
の
最
も
興
味
あ
る
者
、
最
も

豪
健
な
る
者
、
最
も
高
潔
な
る
者
、
最
も
神
聖
な
る
者
、
登
山
の
気
風
興
作
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
大
に
興
作
せ
ざ
る
べ
か

30
）

ら
ず
。」
と
説
き
登

山
の
装
備
や
方
法
を
詳
述
し
た
こ
と
は
、
人
々
の
目
を
登
山
に
開
か
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
明
治
二
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
聖
公
会
の

宣
教
師
と
し
て
神
戸
に
派
遣
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
（W

alter
 
W
eston

）
が
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
に
英
マ
レ
ー
社
よ
り
刊
行
し
た

“M
ountaineering and E

x
ploration in the Japanese A

lps”

（
岡
村
精
一
訳
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
梓
書
房

昭
和
八

年
）
が
後
に
山
岳
会
を
設
立
し
た
小
島
烏
水
ら
の
目
に
留
ま
り
、
明
治
三
五
年
に
宣
教
師
と
し
て
再
来
日
し
て
い
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
小
島
ら
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の
間
に
交
流
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
登
山
興
隆
の
契
機
と
な
っ
た
。

そ
し
て
明
治
三
八
年
一
〇
月
一
四
日
に
山
岳
会
が
発

31
）

足
し（
明
治
四
二
年
六
月
一
日
日
本
山
岳
会
と

32
）

改
称
、
以
下
日
本
山
岳
会
）、
翌
明
治

三
九
年
四
月
五
日
に
機
関
誌
『
山
岳
』
が
創
刊
さ
れ
た
他
、
小
島
烏
水
『
日
本
山
水
論
』（
隆
文
館

明
治
三
八
年
）・
高
頭
式
『
日
本
山
嶽

志
』（
博
文
館

明
治
三
九
年
）
等
日
本
山
岳
会
関
係
者
に
よ
る
著
書
も
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
。
ま
た
名
古
屋
愛
山
会
（
明
治
四
二
年
一
〇

月

33
）

設
立
）・
信
濃
山
岳
研
究
会
（
明
治
四
四
年
八
月

34
）

設
立

大
正
八
年
信
濃
山
岳
会
と

35
）

改
称
）・
飛
騨
山

36
）

岳
会
な
ど
も
各
地
に
発
足
し
た
の
で

あ
っ
た
。
な
お
飛
騨
山
岳
会
は
、
日
本
山
岳
会
入
会
に
も
入
会
し
て

37
）

い
る
。

さ
ら
に
高
等
小
学
校
用
作
文
教
科
書
に
も「
登
山
に
友
を
誘
ふ
」と
い
う
手
紙
文
の
課
題
が
登
場
す
る

38
）

な
ど
、
登
山
が
身
近
な
も
の
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
府
立
第
三
中
学
校
生
徒
で
あ
っ
た
後
の
作
家
芥
川
龍
之
介
が
槍
ヶ
岳
に
登
頂
し
た
の
は
明
治
四
二
年
八
月
で

39
）

あ
っ
た
。

女
子
教
育
機
関
に
お
い
て
も
、
長
野
県
立
長
野
高
等
女
学
校
の
戸
隠
登
山（
明
治
三
五
年
）・
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
の
富
士
登
山（
明

治
三
九
年
）な
ど
が
行
わ
れ
て

40
）

い
る
。
明
治
三
三
年
に
双
葉
幼
稚
園
を
開
園
し
た
野
口
幽
香
は
草
創
期
よ
り
日
本
山
岳
会
に
入
会
し
、『
山
岳
』

第
一
年
第
三
号
（
明
治
三
九
年
一
一
月
一
三
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
初
登
山
（
岩
鷲
登
山
記
）」
で
植
物
へ
の
関
心
か
ら
登
山
に
関
心
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
岩
木
山
登
山
に
お
い
て
多
種
の
植
物
を
採
取
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
『
女
学
世
界
』
な
ど
の
婦
人

雑
誌
に
も
登
山
を
紹
介
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。

大
正
期
に
な
る
と
、
第
一
高
等
学
校
陸
上
運
動
部
山
岳
会
（
大
正
二
年
六
月
二
八
日
発
会
式

41
）

挙
行
）・
二
高
山
岳
会
（
大
正
三
年
六
月
八
日

42
）

設
立
）・
慶
応
義
塾
山
岳
会
（
大
正
四
年
五
月
二
九
日
発
会
式
挙
行
）・
神
戸
高
商
山
岳
会
（
大
正
四
年
七
月
一
〇
日
発
会
式

43
）

挙
行
）・
八
高
山

岳
会
（
大
正
三
、
四
年
頃

44
）

設
立
）
等
が
相
次
い
で
発
足
し
た
の
で
あ
っ
た
。
発
会
式
等
に
は
日
本
山
岳
会
よ
り
小
島
烏
水
ら
の
出
席
が
し
ば

し
ば
み
ら
れ
、
山
岳
熱
の
高
揚
に
一
役
買
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

山
岳
会
や
山
岳
部
の
活
動
は
し
ば
し
ば
新
聞
紙
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
第
一
高
等
学
校
陸
上
運
動
部
山
岳
会
が
大
正
二
年
夏
に
行
っ
た
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登
山
に
は
約
四
〇
名
が
参

45
）

加
し
、
そ
の
記
録
は
「
日
本
ア
ル
プ
ス
跋
渉
記
」
と
し
て
『
時
事
新
報
』
に
連
載
さ
れ
た
（
八
月
九
日
〜
九
月
二

二
日

全
二
一
回
）。
な
お
『
時
事
新
報
』
は
同
年
夏
、
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
山
岳
会
の
登
山
記
も
連
載
し
て
い
る
。
ま
た
一
高
で

は
登
山
や
山
岳
に
関
す
る
講
演
会
や
談
話
会
が
し
ば
し
ば
開
催

46
）

さ
れ
、『
校
友
会
雑
誌
』
第
二
三
〇
号
（
大
正
二
年
一
二
月
四
日
）
を
「
山
岳

号
」
と
し
て
送
り
出
し
た
。
一
高
生
と
の
交
流
を
好
む
内
藤
も
当
然
聞
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
一
高
山
岳
会
は
大
正
三
年
三
月
五
日
に
行
わ
れ
た
校
友
会
総
会
に
お
い
て
旅
行
部
と
し
て
独

47
）

立
し
、
同
年
夏
に
木
曽
御
嶽
と
駒
ケ

岳
方
面
・
常
念
山
脈
と
槍
ヶ
岳
上
高
地
方
面
・
白
馬
岳
方
面
・
針
の
木
峠
経
由
立
山
の
四
班
に
分
か
れ
て
登
山
・
縦
走
を
試
み
た
。
そ
し
て

燕
岳
・
大
天
井
岳
・
常
念
岳
・
槍
ヶ
岳
・
穂
高
岳
等
の
登
山
記
「
日
本
ア
ル
プ
ス
」（『
万
朝
報
』
大
正
三
年
七
月
一
四
日
〜
八
月
三
日

全

一
四
回
）、
槍
ヶ
岳
・
穂
高
岳
登
山
を
記
し
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
三
年
七
月
一
九
日
〜
八
月
八
日

全
一
四
回
）、

白
馬
岳
方
面
の
登
山
記
「
白
馬
山
へ
」（『
万
朝
報
』
大
正
三
年
八
月
四
〜
一
三
日

全
九
回
）、
針
木
枝
隊
と
称
す
る
小
隊
の
登
山
記
録
（『
時

事
新
報
』
大
正
三
年
八
月
三
〜
二
三
日

全
八
回
）
が
そ
れ
ぞ
れ
連
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

登
山
と
い
う
新
し
い
文
化
は
同
調
者
を
よ
び
、
そ
の
営
み
は
新
聞
な
ど
に
よ
り
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
か
し
一
高
の
生
徒
が
述

べ
た
よ
う
に
、
登
山
は
「
米
、
味
噌
、
鍋
、
草
鞋
等
々
大
部
分
の
荷
物
を
強
力
に
背
負
わ
せ
て
い
る
大
名

（
48
）

旅
行
」
で
、
登
山
用
品
や
食
料
の

み
な
ら
ず
、
写
真
機
を
案
内
人
に
担
が
せ
る
登
山
者
も
い
た
。
そ
し
て
「
雪
融
の
水
で
作
つ
た
味
噌
汁
は
何
故
左
様
に
う
ま
い
の
で
せ
う
、

私
は
、一
杯
の
飯
を
嚥
み
こ
む
間
に
五
杯
も
汁
を
代
え
た
の

49
）

で
す
。」
と
雪
解
け
水
で
調
理
し
た
食
事
に
舌
鼓
を
打
つ
の
は
登
山
の
醍
醐
味
の

一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
登
山
記
に
は
牛
肉
の
缶
詰
め
、
ウ
イ
ス
キ
ー
、
煉
乳
と
砂
糖
入
り
の
紅
茶
な
ど
を
飲
食
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば

記
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
登
山
は
夢
や
憧
れ
の
世
界
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
登
山
に
つ
い
て
描
か

れ
た
記
事
や
文
章
は
、
登
山
の
案
内
記
と
し
て
読
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
に
は
な
し
得
な
い
世
界
を
展
開
す
る
と
い
う
魅
力
を

も
放
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節

山
の
魅
力

山
は
、
ど
の
よ
う
な
魅
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
高
の
生
徒
は
『
校
友
会
雑
誌
』
で
、
登
山
の
理
由
と
し
て
「
た
ゞ
無

類
に
山
岳
が
好
き
」
で
あ
る
こ
と
や
写
真
好
き
、
運
動
好
き
、
自
然
へ
の
関
心
な
ど
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

あ
の
瞬
時
（
筆
者
注
＊

山
を
間
近
に
見
た
時
）
に
於
て
は
万
人
斉
し
く
、
自
分
の
心
臓
に
酒
精
で
も
ぬ
ら
れ
た
様
な
感
を
起
す
に
相
違

な
い
。
心
中
一
つ
の
疑
団
な
く
晴
天
白
日
恨
な
く
、
悲
な
く
、
哀
な
く
、
怒
な
く
、
喜
な
く
、
恋
な
く
、
自
己
あ
る
が
如
く
、
な
き
が

如
く
、
た
ゞ
あ
る
も
の
は
超
自
然
の
大
自
然
実
に
禅
の
三
昧
や
、
神
来
を
感
ず

インスピレー
シ
ヨ
ン
る
と
き
は
こ
ん
な
時
で
あ

50
）

ら
う

無
我
の
境
地
と
な
り
、「
禅
の
三
昧
」「
神
来
」
を
感
じ
得
る
こ
と
が
山
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
志
賀
重
昴
も
『
日
本
風
景
論
』
で
、「
四
面
の

間
然
寂
静
な
る
に
潜
思
黙
想
せ
ば
、
君
が
頭
脳
は
神
と
な
り
聖
と
な
り
、
自
か
ら
霊
慧
の
煥
発
す
る
を

30
）

知
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
『
山
岳
』
第
八
年
第
二
号
（
大
正
二
年
八
月
三
一
日
）「
雑
録
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
一
高
山
岳
会
の
成
立
」
で
は
、「
山
岳
会
と
云

ふ
名
は
、
登
山
会
と
は
聊
か
違
ふ
も
の
と
し
て
発
達
さ
れ
ん
事
を
祈
つ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
（
中
略
）
登
山
旅
行
だ
け
の
集
団
は
何
の
意
味

も
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
山
に
登
る
と
い
う
営
み
を
通
し
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
一
高

生
に
対
す
る
思
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
に
足
を
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
感
化
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
山
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

魅
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
登
山
に
よ
り
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
世
界
を
追
体
験
し
得
る
こ
と
が
、
山
の
魅
力
を
さ
ら
に
高
め
た
。
一
高
の
生
徒
は
、
槍
ヶ
岳

山
頂
で
の
思
い
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

人
間
と
、
ナ
チ
ユ
ー
ル
と
、
ユ
ー
マ
ン
テ
と
、
ユ
ー
ゴ
ー
先
生
之
に
は
大
に
首
を
捻
つ
た
と
有
つ
た
が
、
人
が
自
然
の
懐
に
入
る
時
に

限
り
無
き
慕
し
さ
を
見
出
し
、
凄
惨
な
る
人
生
の
戦
に
疲
れ
た
胸
も
光
り
輝
く
、
山
見
れ
ば
山
の
姿
、
川
見
れ
ば
其
の
動
作
、
古
来
よ

り
二
三
の
人
が
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欺
ざ
る
自
然

を
愛
し
た
だ
ろ
う
か
、
而
も
尚
秋
風
蕭
條
の
夕
ま
ぐ
れ
、
人
間
界
恋
し
と
泣
く
は
誰
が
見
ず
、
幾
代
な
る
も
人
は
愛
の

泉
、
恋
の
花
を
尋ママ
ね
て
儚
な
き
旅
に

51
）

登
る

一
九
世
紀
末
、
自
然
主
義
文
学
隆
盛
の
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
誕
生
し
た
ロ
マ
ン
主
義
文
学
に
お
い
て
は
、
自
然
を
友
と
し
て
生
き
る
こ
と

が
理
想
と
さ
れ
、
山
岳
の
神
秘
を
愛
し
そ
の
美
し
さ
が
描
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
登
山
は
読
書
か
ら
更
に
一
歩
進
ん
で
「
自
然
の
懐
に

入
」
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
登
山
は
、
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
世
界
を
追
体
験
す
る
術
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
脅
威
で
は

な
く
「
限
り
無
き
慕
し
さ
を
見
出
し
」
得
る
こ
と
は
、
何
事
に
も
替
え
難
い
喜
び
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
自
然
科
学
の
研
究
が
進
み
工
業
化
・

都
市
化
が
進
展
し
、
旅
行
や
園
芸
な
ど
を
通
し
て
自
然
と
接
す
る
こ
と
に
対
す
る
嗜
好
が
高
ま
る
中
、
文
学
作
品
に
描
か
れ
た
自
然
を
味
わ

う
こ
と
は
読
書
の
醍
醐
味
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
現
実
を
露
呈
す
る
自
然
主
義
文
学
隆
盛
の
後
、
情
緒
的
な
文
学
が
好
ま
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
自
然
の
美
し
さ
を
描
写
し
た
作
品
が
愛
さ
れ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
中
で
山
は
、
広
く
魅
力
を
放
つ
文

学
の
モ
チ
ー
フ
た
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
登
山
記
に
は
、
他
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
ロ
ン
グ
フ
ェ
ロ
ー
な
ど
も
散
見
さ
れ
る
。

横
浜
正
金
銀
行
行
員
（
明
治
二
九
年
入
行
）
と
の
二
足
の
草
鞋
を
履
き
つ
つ
明
治
三
〇
年
二
月
よ
り
『
文
庫
』
記
者
と
し
て
小
島
烏
水
が

世
に
送
っ
た
文
章
は
、
山
の
魅
力
を
知
ら
し
め
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。
小
島
は
明
治
期
の
「
紀
行
文
家
」
と
し

て
饗
庭
篁
村
や
幸
田
露
伴
・
大
町
桂
月
・
田
山
花
袋
ら
を
挙
げ
て
い
る
が
、
小
島
が
田
山
花
袋
を
「
野
の
人
」「
武
蔵
野
の
人
」
と

52
）

よ
び
、「
そ

の
当
時
の
紀
行
文
家
と
言
は
れ
る
旅
行
好
き
の
人
々
、
誰
一
人
登
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
況
ん
や
そ
の
他
の
文
壇
人

53
）

を
や
。」
と
述
べ

た
よ
う
に
、
自
身
の
登
山
に
基
づ
く
小
島
の
山
の
描
写
は
他
の
作
家
の
作
品
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

小
島
の
作
品
に
つ
い
て
、
杉
本
邦
子
は
「
小
島
烏
水
の
『
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
』」（『
学
苑
』
第
四
五
七
号

昭
和
五
三
年
一
月
）
で
「
自
然
描

写
に
お
け
る
科
学
的
知
識
の
導
入
な
ど
も
、
当
時
の
凡
百
の
紀
行
文
の
欠
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
。」
と
述
べ
、「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」
の
特
徴

と
し
て
「
精
緻
な
山
水
描
写
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
熊
谷
昭
宏
は
「
小
島
烏
水
『
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
』
論
｜

要
請
さ
れ
た
『
そ
の
土
地
特

有
の
景
象
』
に
つ
い
て
｜

」（『
同
志
社
国
文
学
』
第
六
〇
号

平
成
一
六
年
三
月
）
に
お
い
て
、
小
島
の
紀
行
文
を
「
文
学
作
品
の
風
景
描
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写
に
『
科
学
的
』
知
識
を
盛
り
込
む
試
み
」
と
評
価
し
、「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」
に
は
美
文
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
紀
行
文
に
は
な
い
「
正
確
」
な

記
述
が
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
実
体
験
に
基
づ
く
正
確
な
自
然
描
写
を
身
上
と
し
な
が
ら
、
無
機
質
な
文
体
に
陥
る
こ
と
な
く
文
学
作
品

と
し
て
の
味
わ
い
も
併
せ
持
つ
点
が
小
島
の
特
長
で
、
こ
れ
に
よ
り
山
の
魅
力
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
日
本
山
岳
会
は
『
山
岳
』
第
一
年
第
三
号
（
明
治
三
九
年
一
一
月
一
三
日
）「
会
報
」
欄
で
、「
本
会
は
性
質
上
、
純
正
科
学
を
の
み

旨
と
す
る
が
如
き
、
一
方
に
偏
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
た
め
に
も
、
因
る
べ
き
が
、
詩
人
文
士
の
入
会
せ
ら
る
ゝ
向
き
、
甚
だ
多
し
」
と

し
て
小
山
内
薫
・
柳
田
国
男
・
河
井
酔
茗
・
正
岡
芸
陽
ら
の
名
を
挙
げ
、「
文
学
会
に
あ
ら
ず
し
て
、
か
く
の
如
く
、
多
く
の
詩
人
文
士
を
網

羅
し
た
る
会
の
、
他
に
あ
る
を
知
ら
ず
、
是
れ
本
会
の
栄
と
す
る
こ
と
な
り
。」と
述
べ
て
い
る
。
な
お
作
家
だ
け
で
は
な
く
、
大
下
藤
次
郎
・

茨
木
猪
之
吉
・
丸
山
晩
霞
ら
も
日
本
山
岳
会
会
員
で
、
山
の
絵
を
残
し
た
。
山
に
登
る
だ
け
で
は
な
く
、
山
の
魅
力
を
描
き
伝
え
る
こ
と
に

も
大
な
る
関
心
が
抱
か
れ
、
様
々
な
営
み
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
り
山
の
魅
力
は
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
が
登
山
の
隆
盛
に
も
結
び
つ
い
た
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
内
藤
は
山
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
藤
は
富
士
山
の
七
合
目
ま
で
登
山
し
た
経
験
を
綴
っ
た
「
富
士
遭

難
記
」
が
『
女
学
世
界
』
第
一
三
巻
第
一
二
号
（
大
正
二
年
九
月
一
五
日
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」

（『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
一
〇
号

大
正
四
年
一
〇
月
一
日
）
で
は
、
徳
本
峠
越
え
の
場
面
で
「
私
は
今
ま
で
山
登
り
に
は
か
な
り
経
験

も
あ
り
、
こ
ん
な
筈
で
は
な
か
つ
た
の
に
け
ふ
の
苦
し
さ
は
普
通
事
ぢ
や
な
い
。」と
登
山
の
嗜
み
が
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
な
お
内

藤
は
日
本
山
岳
会
の
会
員
で
は
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
、『
淑
女
画
報
』
第
四
巻
第
四
号
（
大
正
四
年
四
月
一
日
）
の
「
画
報
（
筆
者
注
＊

グ
ラ
ビ
ア
）」
に
掲
載
さ
れ
た
「
ヴ
ア
ー

ジ
ニ
ズ
ム
の
内
藤
千
代
子
女
史
」
と
題
す
る
登
山
姿
の
内
籐
の
写
真
（
写
真
②
）
で
あ
る
。『
淑
女
画
報
』
の
同
号
は
「
結
婚
風
俗
号
」
で
内

籐
に
関
す
る
記
事
は
な
く
、
写
真
に
は
「
女
史
は
今
年
二
十
三
歳
の
あ
た
ら
人
生
の
春
を
処
女
主
義
と
や
ら
の
寂
し
き
蔭
に
隠
れ
て
、
あ
せ

行
く
花
の
色
を
ぢ
つ
と
見
つ
め
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
。
此
の
結
婚
号
に
処
女
主
義
の
女
史
を
紹
介
す
る
の
も
亦
何
か
の
縁
で
あ
り
ま
せ
う
。」と
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の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。「
ヴ
ア
ー
ジ
ニ
ズ
ム
」「
処
女
主
義
」
と
は
結
婚

を
拒
否
す
る
内
藤
の
持
論
で
、
登
山
姿
の
内
藤
は
「
結
婚
」
と
は
対
照
的
な

存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
内
藤
が
こ
の
よ
う
な
写
真
撮
影
に
応
じ
た

の
は
、
登
山
に
対
す
る
造
詣
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

山
は
、
自
然
の
偉
大
さ
に
触
れ
「
禅
の
三
昧
」「
神
来
」
を
体
感
し
得
る
場

と
し
て
悩
み
多
き
青
年
を
惹
き
付
け
た
。
ま
た
山
は
、
文
学
の
世
界
を
追
体

験
す
る
こ
と
に
よ
り
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
山
の

魅
力
を
描
き
出
さ
ん
と
す
る
作
家
や
画
家
に
よ
る
営
み
も
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
大
正
四
年
夏
、
内
藤
は
こ
の
よ
う
な
営
み
を
担
う
べ
く
上
高
地
へ

赴
き
、
翌
年
『
小説

冷
炎
』
を
世
に
送
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
節

日
本
ア
ル
プ
ス
へ
の
目

小
島
烏
水
は
「
梓
川
の
上
流
」（『
早
稲
田
文
学
』
第
一
七
号

明
治
四
〇
年

54
）

五
月
）
の
冒
頭
で
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
魅
力
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

明
科
停
車
場
を
下
り
る
と
、
犀
川
の
西
に
、
一
列
の
大
山
脈
が
峙
つ
て
ゐ
る
の
が
見
え
る
、
我
々
は
飛
騨
山
脈
な
ど
ゝ
、
小
さ
い
名

を
言
は
ず
に
、
日
本
ア
ル
プ
ス
と
、
こ
ゝ
を
呼
ん
で
ゐ
る
、
こ
の
山
々
に
は
、
名
の
無
い
、
或
は
名
の
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
高
山
が
多
い
、

地
理
書
の
上
で
は
有
名
に
な
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
山
が
ど
こ
に
晦
く
れ
て
ゐ
る
の
か
、
今
ま
で
解
ら
な
か
つ
た
の
も
あ
る

日
本
ア
ル
プ
ス
は
山
々
の
総
称
で
個
々
の
山
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
た
め
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
は
未
知
の
地
と
い
う
魅
力
が
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あ
っ
た
。
加
え
て
、
日
本
ア
ル
プ
ス
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
香
り
が
す
る
呼
称
も
、
他
の
地
域
の
山
と
は
異
な
る
魅
力
を
醸
し
出
し
た
の
で

あ
る
。

ウ
ェ
ス
ト
ン‘O

F T
H
E O
R
IG
IN
 
O
F T
H
E T
E
R
M
“T
H
E JA

P
A
N
E
S
E A
L
P
S
”’

（『
山
岳
』
第
一
三
年
第
二
号

大
正
八
年

四
月
一
七
日
）
に
よ
る
と
、
飛
騨
と
信
州
に
ま
た
が
る
山
岳
地
帯
を‘T
he Japanese A

lps

（
日
本
ア
ル
プ
ス
）’

と
最
初
に
記
し
た
の
は
サ

ト
ウ
（E

rnest S
atow

）
編“H

andbook for Japan”

（
筆
者
注
＊“A

 
H
andbook for T

ravelers in C
entral and N

orthern
 

Japan”

マ
レ
ー
社

一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
）
第
一
版
で
、
同
書
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

T
he range bounding these provinces on the E

.
is the m

ost considerable in the E
m
pire,and m

ight perhaps be
 

term
ed the Japanese

55
）

A
lps.

こ
れ
ら
の
地
域
（
筆
者
注
＊

越
中
及
び
飛
騨
）
の
東
側
の
境
界
に
接
す
る
山
脈
は
日
本
で
最
も
重
要
で
、
お
そ
ら
く
日
本
ア
ル
プ
ス
と

名
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。（
筆
者
訳
）

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
サ
ト
ウ
の
記
憶
で
は
、「
日
本
ア
ル
プ
ス
」の
呼
称
は
造
幣
局
に
技
師
と
し
て
来
日
し
て
い
た
ガ
ウ
ラ
ン

ド
（W

illiam
 
G
ow
land

明
治
一
一
年
七
月
二
八
日
外
国
人
と
し
て
槍
ヶ
岳
初

56
）

登
頂
）
の
提
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ガ
ウ
ラ
ン
ド
は
そ
れ

を
否
定
し
、日
本
ア
ル
プ
ス
を
訪
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
稀
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
こ
の
呼
称
は
や
が
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。し
か
し
ウ
ェ

ス
ト
ン
が
明
治
二
四
年
に
日
本
ア
ル
プ
ス
に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
、
そ
の
後
自
著“M

ountaineering
 
and
 
E
x
ploration

 
in
 
the

 
Japanese A

lps”

を
初
め
多
く
の
著
作
物
や
講
演
に
お
い
て
「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
の
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、「
日
本
ア
ル
プ
ス
」

の
呼
称
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
山
岳
』
は
第
一
年
第
三
号
（
明
治
三
九
年
一
一
月
一
三
日
）
を
「
日
本
ア
ル
プ
ス
の

巻
」
と
し
て
世
に
送
っ
て
お
り
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
、
日
本
人
が‘T

he
 

Japan
 
A
lps’

の
語
を
使
用
す
る
の
を
数
度
に
わ
た
り
見
た
こ
と
が
あ
る
が
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る

57
）

こ
と
、
自
著“T

he P
layground

 
of

 
the F

ar E
ast”

（
マ
レ
ー
社

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年

岡
村
精
一
訳
『
極
東
の
遊
歩
場
』
山
と
渓
谷
社

昭
和
四
五
年
）
の
書
名
に
も
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用
い
た‘T

he P
layground of the F

ar E
ast’

の
名
に
日
本
ア
ル
プ
ス
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

大
正
四
年
は
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
対
す
る
関
心
が
さ
ら
に
高
ま
っ
た
年
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』
は
「
大
和
ア
ル
プ
ス
踏

破
団
（
縦
走
隊
）」（
団
員
六
名
）
を
結
成
し
、
七
月
八
日
か
ら
の
一
二
日
間
に
わ
た
る
行
程
を
七
月
一
四
日
よ
り
「
大
和
ア
ル
プ
ス
縦
走
記
」

と
し
て
連
載
し
た
（
〜
八
月
一
日

全
一

58
）

九
回
）
。
長
谷
川
如
是
閑
・
河
東
碧
梧
桐
ら
に
よ
る
登
山
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
年
で
、『
朝
日
新

聞
』
に
登
山
記
が
連
載
さ

59
）

れ
た
。
ま
た
大
阪
市
教
育
会
は
登
山
団
を
募
集
し
、
全
国
か
ら
応
募
の
あ
っ
た
八
〇
余
名
を
三
班
に
分
け
、
八
月

一
日
よ
り
順
次
出
発
し
て

60
）

い
る
。
一
高
旅
行
部
も
赤
石
山
脈
縦
走
と
立
山
・
剣
岳
登
山
を
行
い
「
日
本
ア
ル
プ
ス
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
八

月
二
日
〜
九
月
一
二
日

全
三
五
回
）、「
立
山
跋
渉
記
」（『
万
朝
報
』
八
月
八
〜
一
五
日

全
五
回
）
と
し
て
連
載
し
た
。
な
お
一
高
旅
行

部
で
は
同
年
に
日
光
奥
山
の
探
訪
も
行
っ
た
ほ
か
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
に
よ
る
海
外
雄
飛
熱
の
高
ま
り
を
受
け
、
海
軍
の
協
力
に
よ
る

「
南
洋
占
領
地
」
の
見
学
（
五
一
日
間
、
参
加
者
一
八
名
）、
青
島
・
北
京
・
奉
天
・
大
連
（
約
四
〇
日
間
、
参
加
者
数
不
明
）、
青
島
・
北
京
・

南
京
・
上
海
（
参
加
者
約
一
〇
名
）
等
を
訪
れ
る
大
陸
方
面
の
二
隊
の
旅
行
も
実
施
し
て

61
）

い
る
。

そ
し
て
明
治
四
三
年
七
月
に
前
川
文
栄
閣
よ
り
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
小
島
烏
水
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
第
四
巻
が
三
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て

刊
行
さ
れ
た
の
も
大
正
四
年
で
あ
っ
た
（
七
月
）。
小
島
は
、「『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
は
、
名
前
が
珍
し
い
だ
け
に
、
可
な
り
に
旅
行
好
き
の
人

た
ち
の
注
目
を
惹
い
た
ら
し
く
、
そ
の
頃
と
し
て
、
高
価
な
贅
沢
な
本
で
あ
り
な
が
ら
、
予
想
よ
り
は
、
善
い
売
れ
行
き
で
あ

62
）

つ
た
。」
と
述

べ
て
い
る
。
当
初
一
巻
の
み
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
遂
に
第
四
巻
ま
で
刊
行
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
窪
田
空
穂
が
大
正
二
年
夏

に
行
っ
た
槍
ヶ
岳
の
登
山
記
を
『
歌
誌
国
民
文
学
』
に
連
載
し
た
の
も
大
正
四
年
で

63
）

あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
魅
力
が
広
く
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
内
藤
が『
女
学
世
界
』に
連
載
し
た「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

」

も
、
こ
の
よ
う
な
登
山
記
の
隆
盛
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

加
え
て
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』が「
今
夏
の
中
央
ア
ル
プ
ス
は
多
く
▲
新
噴
火
の
焼
嶽
登

が
大
流
行
に
な
る
ら

64
）

し
い
」
と
報
じ
た
よ
う
に
、

大
正
四
年
六
月
四
日
の
焼
岳
の
噴
火
が
焼
岳
の
み
な
ら
ず
そ
の
周
辺
地
域
の
景
観
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
も
、
大
正
四
年
夏
に
日
本
ア
ル
プ
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ス
が
関
心
を
よ
ん
だ
一
因
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』は
、
同
年
六
月
二
四
日
よ
り
日
本
ア
ル
プ
ス
の
写
真
を
連

載
し
て
い
る
（
〜
七
月
一
六
日

全
二
〇
回
）。

内
藤
は
『
小説

冷
炎
』
に
お
い
て
、
焼
岳
の
噴
火
に
よ
り
作
ら
れ
た
大
正
池
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

大
正
池
は
そ
の
年
六
月
焼
嶽
大
爆
発
の
と
き
凄
じ
く
崩
落
し
た
土
砂
や
大
押
出

な
だ
れ
の
為
に
、
梓
川
の
一
部
が
せ
き
と
め
ら
れ
て
、
細
長
い

湖
水
み
た
や
う
な
も
の
が
現
出
さ
れ
て
了
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
の
名
を
「
白
樺
の
池
」
と
も
云
ふ
。
な
ぜ
な
ら
ば
白
樺
の
林
が
そ
の

ま
ゝ
池
中
の
も
の
と
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
満
々
と
湛
へ
た
水
に
青
い
梢
や
白
い
幹
の
影
を
落
し
て
ゐ
る
さ
ま
は
実
に
た
と
へ
や
う
も
な

い
奇
観
で
あ
つ
た
。
池
の
水
は
綺
麗
に
透
き
徹
つ
て
ゐ
乍
ら
凄
い
ほ
ど
真
青
だ
つ
た
。
ま
る
で
エ
メ
ラ
ル
ド
を
溶
か
し
た
や
う
。
見
て

も
見
て
も
見
あ
か
な
い
。

け
れ
ど
も
ま
た
そ
の
四
囲
の
惨
状
は
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
。
火
事
場
と
も
地
震
の
跡
と
も
云
ひ
や
う
が
な
か
つ
た
。
灰
汁
の
か
た
ま
つ

た
や
う
な
地
上
は
、
ま
だ
い
く
ら
か
硫
黄
の
匂
ひ
も
し
て
、
ね
と
〳
〵
と
下
駄
の
歯
に
吸
ひ
つ
く
。
小
家
ほ
ど
も
あ
る
大
石
や
白
骨
の

や
う
に
焼
け
こ
げ
た
樹
々
は
灰
泥
に
埋
ま
つ
て
散
乱
し
、
対
岸
の
山
も
四
合
目
あ
た
り
ま
で
は
そ
の
惨
害
を
か
ふ
む
つ
て
樹
木
の
枝
と

云
は
ず
熊
笹
と
云
は
ず
、
被
つ
た
灰
の
重
量
に
得
堪
へ
ず
、
生
き
乍
ら
し
つ
く
ひ
細
工
の
お
化
の
や
う
に
な
つ
て
垂
れ
下
つ
て

65
）

ゐ
る
。

「
透
き
徹
つ
て
ゐ
乍
ら
凄
い
ほ
ど
真
青
」
な
湖
水
か
ら
の
ぞ
く
「
白
樺
の
林
」
は
、
上
高
地
の
新
た
な
美
観
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
「
硫
黄
の
匂
ひ
」
や
「
下
駄
の
歯
に
吸
ひ
つ
く
」
も
の
に
「
小
家
ほ
ど
も
あ
る
大
石
」、
そ
し
て
周
囲
の
「
白
骨
の
や
う
に
焼
け
こ
げ

た
樹
々
」
は
、
こ
の
景
観
が
「
惨
状
」
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
る
の
で
あ
っ
た
。『
小説

冷
炎
』
で
玉
川
は
上
高
地
に
到
着

し
た
日
の
夕
方
大
正
池
を
見
に
行
っ
て
お
り
、
焼
岳
の
噴
火
に
対
す
る
内
藤
の
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

一
方
焼
岳
に
つ
い
て
は
、
内
藤
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

白
金
を
磨
き
上
げ
た
や
う
な
太
陽
が
赫
と
面
を
打
つ
て
、
焼
嶽
に
映
ず
る
と
、
噴
煙
が
金
色
を
帯
び
て
さ
な
が
ら
金
龍
の
の
た
く
る
如

く
で
あ
る
。
焼
嶽
は
地
獄
の
ア
ル
プ
ス
の
様
な
活
火
山
だ
つ
た
。
赤
黒
い
醜
怪
な
地
肌
を
露
出
し
て
、
た
ゞ
枯
木
の
幹
ば
か
り
す
く
〳
〵
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立
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
の
が
遠
く
か
ら
見
る
と
、
恰
ど
老
人
の
禿
頭
に
ち
よ
ろ
〳
〵
と
髪
の
残
つ
て
る
通
り
な
の
で
和
子
は
可
笑
し
く
て

仕
方
が
な
か
つ
た
。
今も
一
つ
お
ま
け
に
こ
の
お
ぢ
い
さ
ん
、
薬
缶
頭
の
方
々
か
ら
や
た
ら
に
煙
を
吐
い
て
ゐ
る
。
幾
條
に
も
分
れ
て
天

に
冲
す
る
。
末
は
薄
れ
て
雲
に
入
る
。
青
大
空
に
行
方
も
知
ら
ず

66
）

…
…
。

焼
岳
を
「
地
獄
」「
赤
黒
い
醜
怪
な
」
と
表
現
し
た
一
方
で
、
煙
を
吐
く
「
薬
缶
頭
」
に
見
え
る
と
少
し
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
も
描
写
し
て
い
る
。

『
小説

冷
炎
』
に
は
焼
岳
の
噴
火
に
対
す
る
恐
怖
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
「
活
火
山
」
の
あ
り
様
を
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ

う
。日

本
ア
ル
プ
ス
は
、
日
本
に
あ
り
な
が
ら
未
知
で
あ
っ
た
た
め
、
人
々
の
関
心
を
惹
き
付
け
た
。
そ
し
て
大
正
四
年
夏
に
は
自
然
の
威
力

を
目
の
当
た
り
に
し
得
る
場
と
も
な
り
、
従
来
よ
り
の
関
心
の
高
ま
り
と
相
待
ち
さ
ら
に
注
目
を
集
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
正
四
年
夏
を

上
高
地
で
過
ご
し
た
内
藤
は
、
正
に
注
目
の
的
と
な
っ
て
い
た
日
本
ア
ル
プ
ス
に
そ
の
身
を
置
い
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

避
暑
地
上
高
地

第
一
節

上
高
地
の
魅
力

『
小説

冷
炎
』
に
お
い
て
主
人
公
玉
川
和
子
が
半
月
余
り
滞
在
し
た
上
高
地
の
魅
力
を
、
高
野
鷹
蔵
は
「
上
高
地
の
記
」（『
山
岳
』
第
四
年
第

一
号

明
治
四
二
年
三
月
二
五
日
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
高
地
の
地
た
る
や
、
文
人
の
筆
に
、
画
家
の
カ
ン
バ
ス
に
、
其
自
然
美
を

へ
ら
れ
た
も
の
は
、
蓋
し
稀
で
あ
る
、
上
高
地
の
景
た

る
や
、
繊
細
美
は
な
い
が
、
然
し
人
の
勢
力

エナージー
の
及
ば
ざ
る
大
な
る
美
が
あ
る
、
日
光
の
建
築
と
、
伊
勢
の
太
廟
と
を
較
べ
た
ら
、
前
者

は
其
細
密
な
彫
刻
に
美
が
あ
る
で
あ
る

マ

マ
、
太
廟
は
其
始
原
的
な
、
大
な
る
所
に
崇
高
な
美
が
あ
る
、
上
高
地
の
美
は
後
者
に
属
す
る
方

だ
。
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高
野
に
よ
る
と
、
上
高
地
の
「
自
然
美
」
は
「
繊
細
美
」
で
は
な
い
が
、「
伊
勢
の
太
廟
」
の
如
く
「
始
原
的
」「
崇
高
」
で
、「
人
の
勢
力

エナージー

の
及
ば
ざ
る
大
な
る
美
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宮
川
の
池
の
畔
に
あ
る
穂
高
神
社
奥
宮
の
穂
高
見
命
が
上
高
地
の
土
地
の
神
で
あ
る
故
「
神

河
内
」
の
表
記
を
用
い
る
べ
き
と
主
張
し
た
小
島
烏
水
の
イ
メ
ー
ジ
と
重

67
）

な
る
。
横
山
篤
美
が
『
上
高
地
開
発
史
』（
山
と
渓
谷
社

昭
和
四

六
年
）
で
、
小
島
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
「
穂
高
明
神
信
仰
に
傾
く
人
た
ち
が
（
中
略
）
上
高
地
を
穂
高
明
神
の
神
域
と
意

義
付
け
た
か
っ
た
意
図
か
ら
で
あ

68
）

ろ
う
。」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
上
高
地
は
神
の
地
と
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
魅
力
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
文
人
の
筆
」「
画
家
の
カ
ン
バ
ス
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
無
垢
な
点
も
上
高
地
の
魅
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
『
山
岳
』
に
掲
載
さ
れ
た
上
高
地
温
泉
の
広
告
で
は
、
上
高
地
の
魅
力
を
次
の
よ
う
に
謳
っ
て
い
る
。

旧
年
の
上
高
地
は
今
日
の
上
高
地
に
非
ず
、
昨
夏
来
遊
せ
ら
れ
し
諸
君
、
未
だ
上
高
地
を
知
ら
さ
る
諸
君
、
此
日
本
の
エ
ロ
ー
、
ス
ト
ー

ン
、
パ
ー
ク
（
筆
者
注
＊Y

ellow
stone N

ational P
ark

）
を
訪
ふ
に
躊
躇
す
る
勿
れ
。

白
雪
皚
々
た
る
、
高
山
あ
り
、
渓
流
あ
り
、
森
林
あ
り
放
馬
あ
り
牧
牛
あ
り
、
温
泉
あ
り
、
何
を
か
日
本
の
エ
ロ
ー
、
ス
ト
ー
ン
、
パ
ー

ク
と
云
は
ざ
る
べ
け

69
）

ん
や
。

「
エ
ロ
ー
、
ス
ト
ー
ン
、
パ
ー
ク
」
は
、
中
等
教
育
の
英
語
教
科
書
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た“N

ew
 
N
ational F

ifth R
eader”

（
積
善
館
本
店

明
治
三
五
年
）
第
五
三
課
に‘S

C
E
N
E
S IN

 
T
H
E Y
E
L
L
O
W
S
T
O
N
E C
O
U
N
T
R
Y
’

と
し
て
登
場
す
る
。
第
五
三

課
は
山
間
の
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
川
の
描
写
で
始
ま
り
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

T
he river here separates into three m

ain branches,w
ith a few sm

aller ones,w
hich bring the aggregated w

aters
 

of the m
elted snow

s from
 
the sum

m
its of the lofty volcanic peak

s above.
Just at the head of the valley there

 
is a sm

all lak
e,
not m

ore than tw
o hundred yards in

70
）

w
idth.

川
は
、
上
流
の
非
常
に
高
い
火
山
の
山
頂
の
雪
解
け
水
が
も
た
ら
し
た
い
く
つ
か
の
支
流
を
持
つ
三
つ
の
主
な
支
流
に
分
か
れ
る
。
渓

谷
の
始
ま
る
と
こ
ろ
に
は
幅
二
〇
〇
ヤ
ー
ド
に
も
満
た
な
い
小
さ
な
湖
が
あ
る
。（
筆
者
訳
）
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雪
解
け
水
を
以
て
な
す
川
が
流
れ
る
地
は
、
小
島
烏
水
が
「
梓
川
の
記
」
で
描
い
た
「
ア
ル
プ
ス
の
一
線
で
最
も
天
に
近
い
槍
ヶ
岳
・
穂

高
山
、
常
念
岳
の
雪
や
氷
が
、
森
林
の
中
で
新
醸
る
玉
の
水
が
上
高
地
を
作
」
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
渓
谷
の
端
に
あ
る
湖
は
正

に
明
神
池
で
あ
る
。
ま
た‘the Y

ellow
stone flow

s through a grassy,
m
eadow

-lik
e valley,

w
ith a calm

,
steady current,

giving no w
arning until very near the

71
）

falls’

（
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
川
は
、
草
の
生
い
茂
る
牧
場
の
よ
う
な
谷
間
を
滝
付
近
ま
で
は

静
か
に
穏
や
か
に
流
れ
続
け
る
（
筆
者
訳
））
様
も
ま
た
、
夏
期
に
牛
の
放
牧
が
行
わ
れ
る
上
高
地
の
自
然
豊
か
な
光
景
を
彷
彿
さ
せ
る
。
明

治
一
七
年
四
月
二
三
日
に
南
安
曇
郡
安
曇
村
奥
原
甚
三
郎
他
四
名
は
農
商
務
省
へ
牧
場
の
借
地
願
い
を
提
出
し
同
年
一
二
月
一
〇
日
に
許
可

さ
れ
、
そ
の
後
牧
場
区
域
を
拡
大
す
る
発
展
を
み
せ
て
い
た
の
で
あ

72
）

っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
国
立
公
園
は
一
八
七
二
年
に
世
界
最
初
の
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
が
、
上
高
地
は
大
正
一
〇
年
に
国

立
公
園
の
候
補
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
昭
和
九
年
に
は
白
馬
・
立
山
を
含
む
中
部
山
岳
国
立
公
園
と
し
て
日
本
最
初
の
国
立
公
園
の
一
つ
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
上
高
地
を
「
日
本
の
エ
ロ
ー
、
ス
ト
ー
ン
、
パ
ー
ク
」
と
喩
え
る
こ
と
は
的
を
射
た
表
現
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。「
日

本
の
エ
ロ
ー
、
ス
ト
ー
ン
、
パ
ー
ク
」
の
語
は
『
校
友
会
雑
誌
』
第
二
三
〇
号
（
大
正
二
年
一
二
月
四
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
伊
藤
徳
之
助
「
上

高
地
の
気
候
」
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
英
語
の
教
科
書
に
登
場
す
る
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン
パ
ー
ク
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
上
高
地

の
渓
谷
美
は
容
易
に
イ
メ
ー
ジ
し
得
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
丸
山
注
連
三
郎
も
『
槍
が
嶽
乃
美
観
』
で
、「
余
は
上
高
地
平
原

を
賞
し
て
、
日
本
の
公
園
な
り
と
称
へ
ん
と
欲

73
）

す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

内
藤
も
『
小説

冷
炎
』
で
、
徳
本
峠
の
麓
の
林
の
中
の
光
景
を
、「
そ
れ
は
ま
る
で
一
大
公
園
の
｜

そ
れ
も
よ
く
絵
葉
書
な
ど
に
あ
る
西
洋

の
｜

内
を
行
く
や
う
で
あ
つ
た
。
花
崗
岩
の
川
床
を
流
れ
る
渓
流
は
似
る
も
の
も
な
く
清
ら
か
で
、
青
い
絹
で
も
敷
き
つ
め
た
なママ
芝
生
に

は
黄
に
紫
に
名
も
知
ら
ぬ
花
が
天
鵞
絨
の
や
う
な
艶
に
咲
き
交
つ
て

74
）

ゐ
た
。」
と
描
い
て
い
る
。清
浄
な
雪
解
け
水
と
豊
か
な
自
然
に
よ
り
培

わ
れ
た
上
高
地
の
景
観
は
、「
西
洋
」
の
「
公
園
」
と
い
う
異
国
情
緒
を
醸
し
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
伊
藤
は
「
上
高
地
の
気
候
」
で
、「
高
低
参
差
た
る
連
亘
、
信
飛
の
山
嶺
を
、
飛
騨
か
ら
吹
き
あ
ぐ
る
風
は
、
七
月
の
上
高
地
に
、
殆
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ど
日
々
に
雷
雨
を
誘
つ
て
白
樺
の
鮮
緑
の
梢
に
、
み
る
か
ら
に
す
が
す
が
し
い
露
を
宿
ら
す
。
濛
々
た
る
乱
雲
、
乱
積
雲
は
穂
高
霞
沢
の
頂

を
掠
め
て
盆
地
一
面
に
凄
し
い
影
を
蔽
ひ
か
ぶ
せ
て
、
人
は
恐
威
の
力
に
悚
す
る
。」と
も
述
べ
て
い
る
。
雨
も
ま
た
上
高
地
の
魅
力
を
高
め

る
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
田
部
重
治
も
『
日
本
ア
ル
プ
ス
と
秩
父
巡
礼
』（
北
星
堂

大
正
八
年
）
で
、「
上
高
地
の
美
は
、
雨

に
よ
つ
て
殊
に
発
揮
さ

75
）

れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
上
高
地
の
魅
力
は
、
川
や
雨
と
い
っ
た
水
と
共
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
宮
川
の
池
の
畔
に
位
置
す
る
穂
高
神
社
奥
宮
造
営
の
際
の
往
路
に
使
用
さ
れ
た
鍋
冠
山
・
大
滝
山
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
で
は
な
く
、

帰
路
に
使
用
さ
れ
た
徳
本
峠
経
由
の
ル
ー
ト
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
そ
の
改
修
が
進
ん
だ
こ
と
も
、
上
高
地
の
魅
力
が
増
し
た
一
因
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
よ
り
杣
道
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
所
謂
島
々
谷
の
林
道
の
改
修
工
事
が
明
治
二
三
年
に
開
始
さ
れ
、
岩
魚
留
か
ら
徳
本

峠
を
通
り
白
沢
に
抜
け
る
道
が
明
治
三
三
年
に
開
通
す
る
と
、
田
部
が
「
十
有
余
年
以
前
島
々
谷
に
林
道
が
切
り
開
か
れ
て
か
ら
、
深
い
深

い
此
渓
谷
は
、
潤
ほ
ひ
に
充
ち
た
島
々
谷
を
徳
本
峠
の
頂
上
迄
四
里
登
り
づ
め
の
道
と
、
峠
か
ら
梓
河
畔
の
温
泉
ま
で
二
里
降
り
づ
め
の
林

道
と
、
合
せ
て
六
里
の
山
道
を

え
て
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な

76
）

つ
た
。」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
本
峠
が
あ
る
も
の
の
、
上
高
地
は

従
来
よ
り
は
身
近
に
な
っ
た
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

小
島
烏
水
は
「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
昔
語
り
」（『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
八
号

大
正
四
年
八
月
一
日
）
に
お
い
て
、
上
高
地
行
き
を
次

の
よ
う
に
推
奨
し
て
い
る
。

富
士
と
違
つ
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
は
、
婦
人
に
取
つ
て
な
か
〳
〵
容
易
な
事
で
は
な
い
。
だ
か
ら
私
は
日
本
ア
ル
プ
ス
の
雄
姿
に

憧
が
れ
る
そ
れ
等
の
婦
人
に
向
つ
て
先
づ
鎗
ヶ
嶽
山
麓
の
上
高
地
温
泉
に
遊
ぶ
事
を
お
勧
め
す
る
。
山
麓
と
云
つ
て
も
こ
ゝ
ま
で
登
る

に
は
余
程
足
達
者
な
婦
人
で
な
け
れ
ば
と
て
も
覚
束
な
い
。

（
中
略
）

此
処
は
遂
近
年
ま
で
一
軒
の
湯
宿
も
無
か
つ
た
が
、
今
で
は
温
泉
宿
が
一
軒
、
旅
籠
屋
が
一
軒
出
来
て
、
美
術
家
な
ど
が
盛
ん
に
写

生
に
出
掛
け
る
。
夏
季
に
は
毎
年
二
千
人
位
の
避
暑
客
が
あ
つ
て
、
登
山
好
き
の
若
い
令
嬢
や
婦
人
の
元
気
な
姿
を
毎
日
の
や
う
に
見
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掛
け
る
。

「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
」
と
い
っ
て
も
、
小
島
が
「
山
麓
と
云
つ
て
も
こ
ゝ
ま
で
登
る
に
は
余
程
足
達
者
な
婦
人
で
な
け
れ
ば
と
て
も
覚

束
な
い
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
徳
本
峠
越
え
に
よ
っ
て
ま
ず
上
高
地
に
至
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
連
載
さ

れ
た
登
山
記
に
お
い
て
も
、「（
徳
本
峠
は
）
女
の
足
で
は
迚
も
越
せ
な
い
と
い
ふ
程
の
難
所
で
は
な
く
一
番
日
本
ア
ル
プ
ス
に
ぶ
つ
か
つ
て

見
や
う
と
い
ふ
位
の
婦
人
に
な
ら
訳
な
く
跨
げ
ら
れ
る
山
で

77
）

あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。上
高
地
行
き
は
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
の
序
章
と

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。『
小説

冷
炎
』
は
徳
本
峠
越
え
に
一
三
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
、
読
者
に
そ
の
厳
し
さ
と
共
に
景
色
の
美
し
さ
を

強
く
印
象
付
け
て
い
る
。

ま
た
所
謂
煤
煙
事
件
の
後
知
人
を
頼
り
明
治
四
一
年
秋
を
信
州
松
本
で
過
ご
し
た
平
塚
明
子
は
、
山
麓
か
ら
上
高
地
に
次
の
よ
う
に
思
い

を
馳
せ
て
い
る
。

か
の
憤
怒
の
焼
ヶ
岳
は
今
日
は
い
か
に
も
呑
気
さ
う
に
幟
の
や
う
な
烟
柱
を
真
直
に
立
て
ゝ
碧
空
を
白
く
二
分
し
た
末
は
や
ゝ
横
ざ
ま

に
靡
い
て
高
く
消
え
る
。
け
れ
ど
、
上
高
地
温
泉
あ
た
り
か
ら
で
も
眺
め
や
う
も
の
な
ら
、
戦
慄
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
や
う
な
、
猛

烈
な
噴
烟
に
天
を
焦
し
、
万
目
死
に
閉
ぢ
て
、
四
辺
は
緑
の
一
点
も
な
く
、
髑
髏
の
や
う
な
枯
木
立
は
無
限
の
恨
を
天
風
に
訴
へ
、
見

る
か
ら
、
荒
涼
、
凄
惨
な
光
景
で
あ

78
）

ら
う
。

平
塚
は
上
高
地
を
、「
戦
慄
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
」「
荒
涼
、
凄
惨
な
光
景
」
と
い
っ
た
自
然
の
荒
々
し
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
得
る
場

と
と
ら
え
て
い
る
。
上
高
地
は
既
に
日
本
ア
ル
プ
ス
の
大
自
然
の
一
部
な
の
で
あ
っ
た
。

上
高
地
は
、
神
の
地
で
あ
り
な
が
ら
異
国
情
緒
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
荒
々
し
い
自
然
に
満
ち
た
場
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
比
較
的
足
を
運
び
や
す
い
と
い
う
長
所
も
備
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
上
高
地
の
魅
力
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
中
、
内
藤

は
上
高
地
を
小
説
の
舞
台
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
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第
二
節

創
作
の
地
と
し
て

黒
田
清
輝
の
下
で
洋
画
を
学
ん
だ
井
口
良
一
が
大
正
四
年
に
梓
川
左
岸
の
河
童
橋
の
た
も
と
に
開
業
し
た
養
老
館
に
は
文
人
墨
客
の
滞
在

が
多
く
、
登
山
者
に
ま
で
「
絵
か
き
宿
」
と
よ
ば
れ
て
親
し
ま
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
高
の
生
徒
も
、「
近
年
画
家
で
夏
を
此
の
地
に
過
す

人
が
余
程
増
え
て
温
泉
宿
に
も
其
の
五
六
人
の
姿
を
見
ぬ
事
は

79
）

な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
新
潮
』
第
二
九
巻
第
二
号
（
大
正
七
年
八

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
夏
の
旅
行
地
の
感
想
」
で
、
島
木
赤
彦
が
「
徳
合
峠
の
林
道
」、
芥
川
龍
之
介
が
「
信
濃
の
上
河
内
」
と
題
し
そ
の
魅

力
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
上
高
地
は
画
家
や
作
家
・
歌
人
等
に
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

大
正
二
年
夏
、
上
高
地
は
、「
美
くママ
し
い
山
上
の
恋
」の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
上
高
地
滞
在
中
の
高
村
光
太
郎
を
長
沼

智
恵
子
が
訪
ね
、『
東
京
日
日
新
聞
』
で
報
じ
ら
れ
て
話
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

鎗
ヶ
嶽
の
麓
の
上
高
地
温
泉
、
此
附
近
に
は
文
士
の
窪
田
空
穂
氏
や
美
術
学
校
の
生
徒
な
ど
が
ゐ
る
、
或
日
の
事
此
美
術
家
の
群
が
遊

び
に
い
つ
て
麓
の
道
を
見
下
し
て
ゐ
る
と
一
人
の
美
人
が
二
人
の
強
力
に
荷
物
を
背
負
は
せ
乍
ら
挙
つ
て
く
る
、
其
姿
が
い
か
に
も
い

た
い
け
（
中
略
）
手
を
引
い
て
や
つ
て
山
中
に
は
珍
ら
し
い
美
人
か
ら
感
謝
の
言
葉
を
戴
か
う
と
思
つ
て
ゐ
る
と
今
度
は
山
上
か
ら
一

人
の
青
年
が
強
力
を
つ
れ
て
と
ぼ
〳
〵
と
下
り
て
く
る
、
と
下
か
ら
美
人
、
上
か
ら
青
年
、
ハ
タ
と
視
線
が
合
ふ
と
握
手
し
て
手
を
引

き
乍
ら
俄
に
元
気
づ
い
て
温
泉
の
方
へ
向
つ
て
上
つ
て
い
つ
た
、
美
術
家
連
は
唖
然
（
中
略
）
彫
刻
家
の
泰
斗
高
村
光
雲
氏
の
息
高
村

光
太
郎
氏
と
青

社
員
で
女
流
洋
画
家
の
長
沼
千
恵
子
で
あ
る
、
二
人
が
相
愛
の
仲
は
久
し
い
も
の
で
今
で
は
「
別
居
結
婚
」
を
し
て

ゐ
る
仲
ぢ
や
も
の
、
二
人
し
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
大
●
に
接
し
（
中
略
）
早
く
か
ら
滞
在
し
て
ゐ
る
光
太
郎
氏
を
訪
ふ
た
も
の
と
知
れ

た
｜

と
岡
焼
生
か
ら
の
便
り
が
あ

80
）

つ
た

（
●
は
判
読
不
能
箇
所
）

高
村
光
太
郎
「
智
恵
子
の
半
生
」（
昭
和
一
五
年
）
に
よ
る
と
、
高
村
は
大
正
二
年
八
月
か
ら
窪
田
空
穂
や
茨
木
猪
之
吉
ら
と
と
も
に
上
高

地
に
滞
在
し
て
い
た
。
九
月
に
長
沼
が
訪
ね
て
き
た
際
、
高
村
は
岩
魚
止
ま
で
長
沼
を
迎
え
に
行
き
共
に
徳
本
峠
を
越
え
た
の
で
あ
る
が
、

記
事
に
あ
る
の
は
正
に
二
人
の
再
会
の
場
面
で
あ
る
。
上
高
地
で
の
様
子
を
、
高
村
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
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上
高
地
の
風
光
に
接
し
た
彼
女
の
喜
は
実
に
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
毎
日
私
が
二
人
分
の
画
の
道
具
を
肩
に
か
け
て
写
生
に
歩
き
ま

わ
っ
た
。（
中
略
）
私
は
穂
高
、
明
神
、
焼
岳
、
霞
沢
、
六
百
岳
、
梓
川
と
触
目
を
悉
く
画
い
た
。（
中
略
）
そ
の
時
ウ
エ
ス
ト
ン
か
ら

彼
女
の
事
を
妹
さ
ん
か
、
夫
人
か
と
問
わ
れ
た
。
友
達
で
す
と
答
え
た
ら
苦
笑
し
て

81
）

い
た
。

こ
こ
か
ら
、
上
高
地
の
景
観
が
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
記
事
が
原
因
で
二
人
は
帰
京
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、「
美
く
し
い
山
上
の
恋
」は
上
高
地
に
新
た
な
魅
力
を
加
え
た
と
言
え
よ
う
。
内
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
ス
の

地
と
し
て
も
知
ら
れ
た
上
高
地
を
小
説
の
舞
台
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

尤
も
、
上
高
地
独
特
の
自
然
は
馴
染
み
難
さ
を
感
じ
さ
せ
る
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
窪
田
空
穂
は『
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
』（
天
弦
堂

書
房

大
正
五
年
）
で
、
上
高
地
に
滞
在
中
の
画
家
等
の
会
話
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
も
う
僕
は
此
所
に
飽
き
飽
き
し
ち
ま
つ
た
。
画
は
描
く
気
に
も
な
ら
な
い
ん
だ
し
、
食
物
は
あ
の
通
り
だ
し
…
…
」

と
、
Ｔ
君
（
筆
者
注
＊

高
村
光
太
郎
）
も
呟
い
た
。

「
好
い
に
は
好
い
が
、
妙
に
親
し
み
の
無
い
景
色
だ
か
ら
な
」

画
家
の
感
動
を
繫
ぐ
自
然
の
、
私
た
ち
の
見
る
も
の
よ
り
遠
く
離
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
幾
度
も
思
は
せ
ら
れ
た
。
が
、
眼
を
遣
る
何

所
に
も
驚
き
の
あ
る
こ
の
上
高
地
も
、
こ
の
人
達
に
は
つ
ま
ら
な
い
の
か
知
ら
と
思
つ
た
。

「
い
け
な
い
の
か
ね
、
此
所
は
？
」

私
は
Ｉ
君
（
筆
者
注
＊

茨
木
猪
之
吉
）
に
向
つ
て
云
つ
た
。

「
か
う
、
圧
迫
さ
れ
る
や
う
で
な
…
…
」

Ｉ
君
は
澄
ん
だ
眼
に
、
著
し
い
暗
い
影
を
漂
は

82
）

せ
た
。

異
国
情
緒
に
満
ち
て
い
る
故
、
高
村
や
茨
木
に
と
り
上
高
地
の
景
観
は
「
妙
に
親
し
み
の
無
い
景
色
」
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
聳
え
る
山
々
が
上
高
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
者
を
圧
倒
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
朝
幻
想
的
な
世
界
を
作
り
出
す
梓
川
が
日
中
に
は
強
い
日
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差
し
に
照
ら
さ
れ
煌
き
、
落
ち
着
か
な
い
気
分
に
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
景
は
「
圧
迫
」
を
与
え
、
絵
心
を
そ
そ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

あ
っ
た
。

田
部
重
治
は
、
上
高
地
の
魅
力
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
高
地
の
二
十
日
間
の
滞
在
は
、
私
に
何
を
与
へ
た
ら
う
か
。
そ
れ
は
徹
頭
徹
尾
切
実
な
、
疲
労
を
知
ら
な
い
緊
張
的
な
歓
喜
の
世

界
に
彷
徨
す
る
感
じ
其
物
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
此
二
十
日
間
は
最
も
強
い
音
楽
に
魅
せ
ら
れ
た
瞬
間
の
引
き
延
ば
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ

た
と
云
つ
て
よ
い
位
、
私
に
取
つ
て
緊
急
的
な
情
緒
に
充
ち
て
居
た
の
で

83
）

あ
る
。

上
高
地
は
、
避
暑
地
で
あ
り
な
が
ら
「
緊
張
的
な
歓
喜
」
に
満
ち
て
お
り
、
安
閑
と
過
ご
す
場
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
都
会

を
離
れ
大
自
然
の
中
に
い
な
が
ら
に
し
て
刺
激
を
得
ら
れ
る
上
高
地
は
、
創
作
に
最
適
の
地
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

独
特
の
自
然
と
ロ
マ
ン
ス
の
舞
台
で
知
ら
れ
る
上
高
地
に
は
、
そ
の
自
然
を
愛
す
る
作
家
や
画
家
ら
が
集
い
、
彼
ら
に
よ
り
そ
の
魅
力
が

描
き
出
さ
れ
伝
え
ら
れ
た
。
内
藤
も
ま
た
、
大
正
四
年
夏
に
そ
の
一
員
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

上
高
地
に
お
け
る
内
藤
千
代
子

『
小説

冷
炎
』
に
は
「
東
京
の
諸
新
聞
は
い
ち
疾
く
『
玉
川
和
子
女
史
は
日
本
ア
ル
プ
ス
に
新
婚
旅
行
中
。』
と
報
じ
て

84
）

ゐ
た
。」
と
の
記
述
が

あ
る
が
、
現
実
に
も
『
読
売
新
聞
』
が
「
よ
み
う
り
抄
」
欄
で
「
内
藤
千
代
子
氏
は
信
州
上
高
地
温
泉
に
新
婚
旅
行
中
な

85
）

り
と
」
と
報
じ
て

い
た
。
ま
た
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
は
、「
上
高
地
温
泉
に
は
唯
一
人
の
女
客
と
し
て
内
藤
千
代
子
あ
り
二
十
四
五
歳
の
青
年
を
伴
ひ
二
階
の
一

室
に
深
く
隠
れ
姿
を
現
は
さ
ず
高
山
の
気
分
を
味
は
ひ
つ
ゝ
著
述
を
な
す
と
云
へ
り
天
候
定
ま
り
登
山
安
全
と
な
ら
ば
日
本
婦
人
穂
高
登
山

の
先
鞭
た
ら
ん
と
云
ひ
居

86
）

れ
り
」
と
報
じ
て
い
る
。

そ
し
て
八
月
一
二
日
の
同
紙
で
は
、
上
高
地
滞
在
中
の
内
藤
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

男
女
は
夥
し
い
書
物
や
雑
誌
類
を
持
込
ん
で
二
人
で
寝
そ
べ
つ
て
書
見
し
て
ゐ
た
。室
の
壁
に
は
二
万
分
の
上
高
地
地
図
が
貼
ら
れ
て
、
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赤
い
線
や
青
い
線
が
引
張
つ
て
あ
つ
た
。
探
険
に
往
つ
た
物
好
き
な
団
員
は
二
三
質
問
を
発
し
た
が
、
女
が
落
付
き
払
つ
て
応
酬
し
た

の
で
す
つ
か
り
煙
に
捲
か
れ
て
し
ま
ひ
（
中
略
）
二
階
に
忍
ん
で
ゐ
る
女
は
内
藤
千
代
子
女
史
だ
と
い
ふ
者
が
あ
つ
て
、
再
び
噂
の
花

が
咲
く
。（
中
略
）
侶つ
伴れ
の
青
年
は
二
十
四
五
歳
の
背
の
高
い
逞
ま
し
げ
な
男
で
あ
つ
た
。

前
述
の
通
り
内
藤
は
大
正
元
年
に
「
謎
の
少
女
」
と
し
て
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
登
場
し
、
同
年
末
に
は
同
社
の
招
聘
に
よ
り
大
阪
を
訪

れ
「
初
め
て
大
阪
へ
」
と
題
し
た
周
遊
記
を
連
載
す
る
な
ど
（
大
正
二
年
一
月
四
〜
二
〇
日

全
一
四
回
）、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
は
早
く
か

ら
内
藤
に
着
目
し
て
い
た
。
こ
の
年
、『
山
岳
』
の
「
会
員
通
信
」
欄
に
「
上
高
地
は
満
員
で
す
大
阪
の
団
体
六
十
人
、
附
属
中
学
三
十
人
、

計
百
人
以
上（
八
月
六
日
上
高
地
に
て
松
宮

87
）

三
郎
）」
と
の
投
書
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
上
高
地
は
賑
わ
い
を
極
め
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
内
藤

の
著
作
の
読
者
も
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
小説

冷
炎
』
で
玉
川
は
一
高
生
と
ト
ラ
ン
プ
を
し
た
り
中
学
生
と
会
話
を
交
わ
し
た
り
し
、
登
山

談
に
も
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い

88
）

る
が
、
内
藤
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
り
、
内
藤
の
上
高
地
滞
在
は
知
ら
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

上
高
地
温
泉
は
、
明
治
三
七
年
一
月
八
日
に
上
高
地
温
泉
株
式
会
社
と
な
っ
た
際
に
島
々
の
旅
館
清
水
屋
の
主
人
加
藤
惣
吉
が
加
わ
り
、

明
治
四
二
年
に
加
藤
が
直
接
経
営
に
乗
り
出
し
て
『
山
岳
』
に
広
告
を
掲
載
し
東
京
方
面
で
の
客
の
勧
誘
を
行
う
な
ど
し
た
結
果
、
登
山
以

外
の
客
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
島
烏
水
は『
信
濃
毎
日
新
聞
』に
、「
明
治
四
十
二
年
は
、
宿
帳
に
註
せ
ら
れ
た
客
が
千
百
三
十
人
、

翌
四
十
三
年
は
、
千
百
九
十
人
で
、
最
も
混
雑
す
る
時
は
、
一
日
に
九
十
人
位
を
泊
め
る
こ
と
が
あ
る
さ
う
で

89
）

あ
る
」
と
加
藤
か
ら
聞
い
た

話
を
記
し
て
い
る
。

上
高
地
温
泉
は
、
開
業
当
初
は
平
屋
一
棟
で
あ
っ
た
が
明
治
末
に
二
階
屋
の
新
館
が
増
築

90
）

さ
れ
、
客
室
は
平
屋
に
六
畳
五
室
と
四
畳
半
一

室
、
新
館
は
一
〇
畳
の
部
屋
が
各
階
に
六
室
あ
っ
た
。
一
高
の
生
徒
は
客
室
の
様
子
を
、「
旧
寮
の
三
階
で
は
な
い
け
れ
ど
天
井
が
張
つ
て
な

い
壁
は
荒
壁
の
ま
ゝ
、
建
て
つ
け
の
悪
い
こ
と
夥
だ

91
）

し
い
」
と
記
し
て
い
る
。
電
気
は
な
く
明
か
り
は
ラ
ン
プ
で
、
暖
房
は
囲
炉
裏
と
こ
た

つ
で
あ
っ
た
が
早
朝
や
雨
天
時
の
寒
さ
に
備
え
て
火
鉢
が
常
備
さ
れ
、
梅
雨
明
け
か
ら
八
月
半
ば
に
か
け
て
時
折
使
用
さ
れ
た
。
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『
山
岳
』
に
掲
載
さ
れ
た
上
高
地
温
泉
の
広
告
に
よ
る
と
宿
料
は
一
泊
三
〇
銭
か
ら
八
〇
銭
で
、「
御
来
場
の
砌
御
指
名
を

92
）

乞
ふ
」
と
あ
る

が
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
の
登
山
記
等
に
は
六
五
銭
と
の
記
述
が

93
）

多
く
、
六
五
銭
が
相
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
外
国
人

は
日
本
食
で
一
人
一
円
二
〇
銭
か
ら
一
円
四
〇
銭
で
あ

94
）

っ
た
。
ま
た
、
案
内
人
の
上
条
嘉
門
次
が
案
内
の
途
中
で
「
温
泉
場
は
宿
料
ば
か
り

高
く
て
、
食
物
粗
末
な
れ
ば
、
此
後
御
出
で
の
節
に
は
、
お
れ
の
小
屋
に
泊
ま
り
な
さ
い
、
岩
魚
の
御
馳
走
は
、
沢
山
し
ま
す
、
宿
料
は
実

費
で
よ
い

16
）

か
ら
」
と
声
を
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

玉
川
和
子
は
、
上
高
地
温
泉
新
館
の
二
階
に
あ
る
「
欄
は
梓
川
の
清
流
に
臨
み
、
霞
沢
岳
の
翠
巒
と
相
対
し
て
、
西
側
へ
ま
は
れ
ば
荒
涼

た
る
焼
嶽
の
山
容
も
一
目
に
見
渡
さ
れ
る
。
座
敷
も
宿
中
で
は
一
番
上
等
で
小

95
）

綺
麗
」
な
部
屋
に
滞
在
し
た
。
部
屋
の
内
部
は
次
の
よ
う
で

あ
っ
た
。床

の
間
に
は
原
稿
用
紙
だ
の
、
書
籍
、
雑
誌
類
を
積
み
重
ね
、
び
か
〳
〵
光
つ
た
ニ
ツ
ケ
ル
台
の
卓
上
鏡
や
白
い
細
い
針
金
で
編
ん

だ
綺
麗
な
化
粧
函
や
、
ハ
イ
カ
ラ
な
バ
ス
ケ
ツ
ト
や
衣
裳
袋
や
、
袖
畳
み
に
し
た
お
召
の
羽
織
や
緋
の
帯
揚
な
ど
が
、
そ
の
雑
風
景
な

一
室
に
不
似
合
い
な
濃
艶
の
気
を
み
な
ぎ
ら
せ
た
。
瀬
川
（
筆
者
注
＊

出
版
関
係
者
）
か
ら
の
贈
物
で
あ
る
二
万
分
の
上
高
地
地
図
は
壁

に
貼
り
つ
け
て
、
通
つ
て
来
た
路
と
こ
れ
か
ら
踏
破
し
や
う
と
云
ふ
区
域
と
に
、
紫
と
赤
鉛
筆
で
し
る
し
を
つ
け
た
。
手
欄
に
は
市
村

格
子
の
意
気
な
濡
手
拭
が
か
け
ら

96
）

れ
た
。

先
の『
大
阪
毎
日
新
聞
』の
記
事
と
の
共
通
点
も
多
く
、
実
際
の
内
藤
の
部
屋
の
内
部
も
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
女
流
作
家
」

ら
し
い
書
斎
で
、
玉
川
は
次
の
よ
う
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

朝
も
四
時
過
ぎ
に
は
き
つ
と
目
を
さ
ま
し
た
。（
中
略
）女
中
が
焚
き
お
と
し
を
十
能
に
盛
つ
て
火
鉢
へ
入
れ
に
来
る
頃
に
は
、
ち
や

ん
と
髪
を
結
つ
て
了
つ
て
洗
面
所
へ
下
り
て
行
つ
た
。
さ
う
し
て
綺
麗
に
化
粧
を
す
ま
し
た
和
子
の
浮
き
出
す
や
う
に
白
い
顔
は
、
毎

朝
縁
側
の
欄
に
見
ら

97
）

れ
た
。

滞
在
中
の
内
藤
も
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
登
山
客
も
多
い
中
、
朝
早
く
か
ら
き
ち
ん
と
化
粧
を
し
た
姿
は
人
目
を
引
い
た
で
あ
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ろ
う
。
帯
も「
い
つ
も
好
ん
で
き
ち
ん
と
お
太
鼓
に
結
ん

98
）

で
ゐ
」
た
。
そ
し
て
玉
川
は
、「
屋
根
か
ら
も
川
面
か
ら
も
ほ
の
〴
〵
と
水
蒸
気
が

立
ち
の
ぼ
る
。
そ
れ
が
対
岸
の
山
や
林
を
微
妙
な
も
の
に
し
て
見
せ
る
。
瀬
の
音
も
ま
だ
眠
り
か
ら
醒
め
ぬ
や
う
に
や
は
ら
か
で
あ
る
。
薄

絹
の
や
う
な
靄
の
底
を
、
真
珠
の
や
う
な
底
光
り
を
帯
び
て
水
が
流

99
）

れ
る
。」
と
い
う
梓
川
独
特
の
朝
の
光
景
を
目
に
し
、
登
山
客
が
出
発
し

た
後
宿
が
「
大
風
の
凪
い
だ
後
の
や
う
な
静

100
）

け
さ
」
に
な
る
と
、「
家
（
筆
者
注
＊

上
高
地
温
泉
）
の
ま
は
り
に
は
夏
草
が
茂
つ
て
ゐ
る
と
云

は
う
よ
り
、
家
屋
が
草
の
中
に
埋
も
つ
て
了
つ
て
る
と
云
つ
た
方
が
適
当
な
く
ら
ゐ
。
釣
鐘
草
の
薄
紫
や
毒
草
だ
と
い
ふ
鳥
兜
。
つ
は
ぷママ
き
、

虎
の
尾
、
百
合
、
あ
ざ
み
、
い
ち
ば
ん
多
い
の
が
例
の
柳
草
。
八
千
草
が
咲
き
乱
れ
、
古
の
物
語
か
絵
巻
物
に
で
も
あ
り
さ
う
な
場
面
。
薄

も
穂
に
出
て

白
昼
で
も
虫
が
啼
い
て

101
）

ゐ
た
。」
と
い
う
自
然
の
中
で
過
ご
し
た
。
内
藤
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
柳
草
」
は
柳

蘭
と
も
い
い
、
上
高
地
温
泉
周
辺
で
見
ら
れ
、
高
さ
一
〜
一
・
五
メ
ー
ト
ル
で
、
葉
が
ヤ
ナ
ギ
、
紫
色
の
花
が
ラ
ン
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
。
大
正
二
年
に
上
高
地
を
訪
れ
た
窪
田
空
穂
も
、「
す
い
す
い
と
丈
の
高
い
、
茎
も
葉
も
柳
に
似
た
、
紅
ゐ
の
花
を
も

つ
た
花
が
一
面
に
咲
い
て

102
）

ゐ
た
。」
と
柳
蘭
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
他
、
丸
山
注
連
三
郎
他
『
槍
が
嶽
乃
美
観
』
で
も
取
り
上
げ
て

103
）

い
る
。

上
高
地
温
泉
の
食
事
に
つ
い
て
、
内
藤
は
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

客
の
た
て
こ
ん
だ
折
な
ど
は
三
度
〳
〵
お
豆
腐
の
お
汁
と
、
だ
し
が
ら
の
や
う
に
味
の
な
い
岩
魚
の
煮
び
た
し
ば
か
り
食
べ
さ
せ
ら
れ

る
。
ま
だ
岩
魚
の
天
ぷ
ら
が
い
ち
ば
ん
美
味
い
。
そ
の
他
に
は
魚
類
も
肉
類
も
、
ブ
リ
キ
く
さ
い
缶
づ
め
物
ば
か
り
。
野
菜
類
も
馬
鈴

薯
の
外
皆
無
と
来
て
ゐ
る

上
高
地
は
岩
魚
が
豊
富
で
、
案
内
人
の
内
野
常
次
郎
は
上
高
地
温
泉
の
裏
に
あ
る
小
屋
に
住
み
岩
魚
を
釣
っ
て
上
高
地
温
泉
に
売
っ
て
い

た
。
岩
魚
は
囲
炉
裏
を
利
用
し
て
燻
製
に
す
る
。
ま
た
案
内
人
の
大
井
庄
吉
は
上
高
地
温
泉
の
敷
地
内
に
小
屋
を
建
て
て
住
み
そ
こ
で
豆
腐

を
作
っ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
上
高
地
温
泉
の
料
理
に
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
上
高
地
温
泉
で
は
ヤ
ギ
や
鶏
も
飼
っ
て
い
た
。
山
菜
は
、

雪
解
け
の
遅
い
場
所
で
と
れ
る
フ
キ
ノ
ト
ウ
の
他
、
六
月
頃
か
ら
山
ウ
ド
・
ヤ
マ
ブ
キ
・
ミ
ズ
・
コ
ゴ
ミ
等
が
採
取
で
き
た
た
め
、
こ
れ
ら

が
上
高
地
温
泉
の
宿
泊
客
の
食
膳
に
上
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
フ
キ
に
つ
い
て
は
、
小
島
烏
水
も
「
宿
屋
界
隈
に
多
い
の
は
、
蕗
で
大
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き
い
の
は
五
六
尺
の
丈
に
達
す
る
」と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
小
島
は
、「
何
と
い
ふ
茸
か
知
ら
ぬ
が
、
饅
頭
笠
の
大
き
さ
ほ
ど
の
を
採
つ
て
来

て
、
三
度
の
飯
に
味
噌
汁
と
し
て
出
さ
れ
た
の
に
は
閉
口

（
104
）

し
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。

上
記
以
外
の
食
料
や
炭
な
ど
は
徳
本
峠
を
越
え
て
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
費
用
の
点
か
ら
も
種
類
・
量
共
に
限
ら
れ
、
悪
天
候

が
続
け
ば
食
事
は
保
存
食
の
岩
魚
ば
か
り
に
な
る
。
ま
た
そ
の
味
も
、
一
高
生
が
「
学
校
な
ら
吾
等
は
正
に
▲
卓
子
を
顚
覆

し

91
）

た
筈
」
と

い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
な
お
食
事
は
、
新
館
の
み
各
部
屋
に
運
ば
れ
た
。

温
泉
に
つ
い
て
は
、
一
高
の
生
徒
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

広
い
こ
と
は
広
か
、
天
井
は
張
つ
て
な
い
が
棟
に
上
高
地
温
泉
株
式
会
社
と
書
い
て
あ
る
。
湯
は
清
澄
、
何
泉
だ
か
知
ら
ぬ
が
塩
泉
か

炭
酸
位
な
の
で
病
気
に
は
あ
ま
り
き
ゝ
め
も
あ
る
ま
い
、
而
し
吾
等
の
疲
れ
否
山
中
生
活
の
倦
怠
を
慰
す
る
に
は
足

105
）

つ
た
。

「
上
口
の
湯
屋
」と
し
て
江
戸
時
代
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
た
上
高
地
温
泉
で
あ
っ
た
が
、
効
能
よ
り
徳
本
峠
越
え
や
登
山
の
汗
を
流
せ
る
こ

と
が
魅
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
長
期
滞
在
に
も
向
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『
小説

冷
炎
』
に
は
玉
川
の
執
筆
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
上
高
地
滞
在
中
内
藤
は
「
小説

毒
蛇
」
の
執
筆
に
時
間
を
費
や
し
た
と
思
わ
れ

る
。数
少
な
い
女
の
客
と
し
て
他
の
宿
泊
客
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、作
家
内
藤
千
代
子
を
知
る
宿
泊
客
か
ら
は
何
か
と
詮
索
さ
れ
る
日
々

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
約
三
週
間
上
高
地
に
滞
在
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
内
藤
は
こ
れ
ら
を
補
っ
て
余
り
あ
る
魅
力
を
上
高
地
に
見

出
し
、
避
暑
地
暮
ら
し
を
満
喫
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
新
興
の
避
暑
地
上
高
地
で
夏
を
過
ご
す
作
家
と
い
う
新
た
な
魅
力
を
放
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
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第
三
章

『
小説

冷
炎
』
と
槍
ヶ
岳
登
頂

第
一
節

槍
ヶ
岳
の
魅
力

内
藤
は
『
小説

冷
炎
』
に
お
い
て
玉
川
の
槍
ヶ
岳
・
焼
岳
・
穂
高
岳
登
頂
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
槍
ヶ
岳
登
山
に
最
も
多
く
ペ
ー
ジ

を
割
き（
二
六
〇
ペ
ー
ジ
中
三
一
ペ
ー
ジ
）、
描
写
も
詳
細
で
あ
る
。
文
政
一
一
年
に
幡
隆
に
よ
り
開
山
さ
れ
た
槍
ヶ
岳
は
日
本
ア
ル
プ
ス
の

中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
い
た
山
で
、
そ
の
理
由
は
明
治
三
六
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
九
回
に
わ
た
り
『
文
庫
』
に
連
載
さ
れ
た
小
島
烏

水
「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
登
山
記
は
明
治
三
五
年
夏
に
小
島
が
岡
野
金
次
郎
と
共
に
槍
ヶ
岳
に
登
頂
し
た
際
の

様
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

槍
ヶ
岳
の
魅
力
に
つ
い
て
、
小
島
は
連
載
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

余
が
鎗
ヶ
嶽
登
山
を
お
も
ひ
立
ち
た
る
は
、
一
朝
一
夕
の
こ
と
に
あ
ら
ず
。

何
が
故
に
然
り
し
か
。

山
高
け
れ
ば
な
り
。

山
尖
り
て
嶮
し
け
れ
ば
な
り
。

（
中
略
）

鎗
ヶ
嶽
は
、
い
か
に
名
称
自
詮
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
そ
の
轟
々
と
し
て
鋭
く
尖
れ
る
と
こ
ろ
、
一
穂
の
寒
剣
、
晃
々
と
し
て
天
を
削
る
。

そ
の
体
た
ら
く
は
日
本
山
嶽
に
通
有
せ
る
尖
塔
形

ピ
ラ
ミ
ツ
ト
に
あ
ら
ず
、
一
個
無
煙
の
チ
ム
子
イ

煙
筒
形
を
成
し
て
聳
ゆ
る
な
り

（
中
略
）

鎗
ヶ
嶽
は
万
山
を
統
べ
て
、
東
南
の
方
を
顧
み
、
威
武
遠
く
富
士
に
迫
れ
ど
も
、
大
霊
の
鍾
ま
る
と
こ
ろ
、
謙
り
て
之
を
凌
が
ず
、
さ

れ
ば
万
山
富
士
に
は
其
徳
を
敬
し
、
鎗
ヶ
嶽
に
は
其
威
を
畏
る
。
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（
中
略
）

他
は
円
錐
に
し
て
彼
は
尖
錐
な
り
、
吾
性
素
よ
り
尖
を
愛
す
、
他
は
婉
容
に
し
彼
は
冷

な
り
、
我
は
冷
や
か
な
る
も
の
に
参
し
て

初
め
て
醒
む
る
の
快
き
を
お
も
ふ
、
富
士
は
詩
に
入
り
画
に
入
り
た
れ
ど
、
彼
は
只
だ
天
上
の
光
線
を
浴
び
て
白
描
せ
ら
れ
、
混
沌
た

る
雲
霧
に
刷
か
れ
て
黒
写
さ
る
ゝ
の
み
、
彼
の
影
は
紙
に
落
ち
ず
、
筆
に
載
ら
ず
、
只
だ
宇
宙
の
或
一
点
に
あ
や
し
げ
な
る
弧
線
を
結

ひ
つ
け
て
、
千
万
年
の
後
、
之
を
解
き
得
る
天
才
の
現
ず
る
を

106
）

俟
つ
。

小
島
は
槍
ヶ
岳
の
魅
力
と
し
て
、
ま
ず
「
一
個
無
煙
の
チ
ム
子
イ

煙
筒
形
を
成
し
て
聳
ゆ
る
」
と
い
う
そ
の
独
特
の
姿
を
あ
げ
て
い
る
。
日
本
の
山

と
い
え
ば
富
士
山
の
よ
う
な
「
尖
塔
形

ピ
ラ
ミ
ツ
ト
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
槍
ヶ
岳
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
上
田
か
ら
松
本
へ
向
か
う
途
中
に
見
た
そ
の
山
容

を‘Y
arigatak

e,the
“S
pear P

eak
,”
the M

atterhorn of

107
）

Japan’

（
槍
ヶ
岳
、
槍
の
峰
、
日
本
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
（
筆
者
訳
））
と

表
現
し
た
よ
う
な
独
特
の
形
で
、
ア
ル
プ
ス
を
も
擬
似
体
験
し
得
る
山
で
あ
っ
た
。
高
頭
式
『
日
本
山
嶽
志
』
に
お
い
て
も
、「
尖
削
シ
テ
孤

剣
半
天
ニ
亘
ル
コ
ト
、
野
中
ノ
一
本
杉
ノ
如
ク
、
日
本
山
嶽
中
、
コ
ノ
奇

ヲ
他
ニ

108
）

見
ズ
」
と
そ
の
特
異
な
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
明
治
三
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
丸
山
注
連
三
郎
他
『
槍
が
嶽
乃
美
観
』（
高
美
書
店
）
で
は
、
槍
ヶ
岳
の
魅
力
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

信
陽
の
西
陬
一
大
剣
峰
あ
り
、
槍
ヶ
嶽
と
謂
ふ
。
中
央
山

の
群
巒
を
脚
下
に
平
伏
せ
し
め
、
尖
鋭

矗
立
真
に
碧
落
を
摩
す
の
観
を

具
し
、
周
ら
す
に
深
渓
を
以
て
し
、
囲
む
に
峻
嶽
を
以
て
す
。
海
抜
一
万
一
千
尺
、
高
き
に
於
て
富
岳
に
一
籌
を
輸
す
と
雖
も
、
そ
の

険
峻

か
に
宇
内
に
絶
し
蒼
勁

削
常
に
杳
々
た
る
白
雲
を
冠
と
し
、

と
し
て
空
際
に

109
）

聳
ゆ
。

槍
ヶ
岳
の
魅
力
は
、
そ
の
特
異
な
山
容
が
屹
然
と
聳
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
近
寄
り
難
い
雰
囲
気
も
ま
た
、
槍
ヶ
岳
の
魅
力
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
小
島
は
「
鎗
ヶ
嶽
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
意
図
は
信
濃
と
越
後
の
境
界
に
位
置
す
る
「
鎗

110
）

ヶ
岳
」
と
区
別
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
、
小
島
は
、「
余
の
所
謂
鎗
ヶ
嶽
乗
鞍
嶽
は
信
飛
境
上
の
も
の
に
し
て
、
鎗
の
高
さ
は
海
抜
三
千
五
百
三
十
一
米
突
（
中
略
）
余
が
目
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的
の
鎗
ヶ
嶽
が
、
人
跡
未
だ
到
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
、
牢
く
神
秘
の
扉
を
閉
し
て
峻
絶
嶮
絶
を
極
め
た
る
さ
ま
は
測
知
す
る
に
難
か

106
）

ら
ず
」
と

し
て
い
る
。

そ
し
て
小
島
が
「
日
本
全
国
を
通
じ
て
、
富
士
山
の
一
万
二
千
四
百
六
十
七
尺
に
次
い
で
、
鎗
ヶ
嶽

111
）

第
二
」
と
記
し
た
こ
と
も
、
槍
ヶ
岳

に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
島
の
こ
の
記
述
は
、
志
賀
重
昴
が
『
日
本
風
景
論
』
で
槍
ヶ
岳
を
「
海
抜
三
五
三

一

（
112
）

米
突
」
と
記
し
た
こ
と
に
よ
る
。
小
島
は
「
海
抜
三
五
三
一
米
突
と
い
ふ
高
さ
は
、
富
士
山
に
亜
ぐ
高
山
で
あ
る
に
於
て

113
）

を
や
」
と
述
べ

て
お
り
、
日
本
第
二
峰
と
い
う
点
が
魅
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
陸
軍
測
量
部
に
よ
る
槍
ヶ
岳
の
二
等
三
角
点
測
量
が
行
わ
れ
た
の
は

明
治
三
五
年
九
月
で
、
標
高
三
一
七
七
・
五
メ
ー
ト
ル
と

114
）

さ
れ
、
小
島
が
「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」
を
連
載
し
た
当
時
は
日
本
第
二
峰
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
現
在
の
日
本
第
二
峰
北
岳
の
三
等
三
角
点
測
量
は
明
治
三
七
年
に
行
わ
れ
て

115
）

お
り
、「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」連
載
の
翌
年
に
槍
ヶ
岳
は

日
本
第
二
峰
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
熊
谷
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
「「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」
第
二
章
で
は
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
山
々
の
標

高
が
列
挙
さ
れ
る
が
、『
山
水
無
尽
蔵
』
で
は
そ
れ
が
軒
並
み
修
正
さ
れ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記
」
の
「
日
本
全
国
を
通

じ
て
、
富
士
山
の
一
万
二
千
四
百
六
十
七
尺
に
次
い
で
、
鎗・
ヶ・
嶽・
第・
二・
（
傍
点
筆
者
）」
の
部
分
は
『
山
水
無
尽
蔵
』
に
お
い
て
修
正
さ
れ
て

い

116
）

な
い
。

ま
た
志
賀
は
『
日
本
風
景
論
』
で
、「
日
本
の
山
嶽
中
、
火
山
岩
に
次
ぎ
高
邁
な
る
は
花

117
）

崗
岩
」
で
あ
る
た
め
、「
花
崗
岩
山
の
本
色
を
知

ら
ん
と
欲
せ
ば
、
須
ら
く
此
山
（
筆
者
注
＊

槍
ヶ
岳
）
に
登
る

118
）

べ
し
」
と
槍
ヶ
岳
の
さ
ら
な
る
魅
力
を
説
き
、
小
島
に
も
影
響
を
与
え
た
。
花

崗
岩
は
「
江
山
の
洵
美
、
流
水
の
澄
澈
、
太
気
の
清
爽
、
地
盤
の
堅
硬
、
土
壌
の
浄
潔
、
微
菌
発
達
の
予
防
と
な
り
無
形
上
亦
た
其
の
所
在

民
人
の
気
風
を
感
化
す
る
所

119
）

多
し
」
と
い
う
長
所
を
備
え
、
花
崗
岩
か
ら
成
る
槍
ヶ
岳
は
心
身
を
浄
化
さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自

然
の
神
秘
を
体
感
す
る
場
を
求
め
る
登
山
者
が
槍
ヶ
岳
を
め
ざ
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
小
島
は
「
槍
ヶ
岳
か
ら
の
黎
明
」（『
ア
ル
ピ

ニ
ス
ト
の
手
記
』
書
物
展
望
社

昭
和
一
一
年
）
で
、
花
崗
岩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

初
め
て
槍
ケ
岳
の
名
を
知
つ
て
か
ら
、
こ
の
山
に
憧
憬
し
た
の
も
、
久
し
い
間
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
志
賀
重
昴
先
生
の
『
日
本
風
景

― ―160
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論
』
を
読
ん
で
、
中
部
日
本
の
花
崗
岩
の
章
に
至
つ
て
、
越
後
越
中
信
濃
飛
騨
の
境
上
に
綿
亘
せ
る
花
崗
岩
帯
と
、
そ
の
西
に
延
縁
せ

る
片
麻
岩
帯
と
の
間
に
、
劈
入
せ
る
火
山
岩
帯
と
、
こ
の
三
岩
帯
の
錯
交
す
る
処
、
是
れ
日
本
国
中
の
真
成
な
る
「
深
山
幽
谷
」
と
、

説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
打
ち
込
ん
だ
の
で
あ

120
）

つ
た
。

花
崗
岩
が
大
な
る
魅
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
高
頭
は
『
日
本
山
嶽
志
』
で
、「
上
河
内
〔
カ
ミ
ウ
チ
〕
ハ
、
梓
川

ヲ
挟
ン
デ
花
崗
ノ
白
礫
雪
ノ
如
ク
、
数
里
ノ
間
ニ
布
ク
ヲ

121
）

見
ル
」
と
述
べ
て
い
る
。
花
崗
岩
か
ら
成
る
上
高
地
も
ま
た
、
清
浄
な
場
な
の
で

あ
っ
た
。

で
は
、
内
藤
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
槍
ヶ
岳
に
着
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
藤
は
『
女
学
世
界
』
に
連
載
さ
れ
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス

へ

」
の
冒
頭
で
は
、「
登
山
は
兎
も
角
上
高
地
温
泉
に
二
十
日
ば
か
り
暑
を
避
け
る

122
）

予
定
。」
と
述
べ
、
上
高
地
到
着
後
も
「
徳
本
峠
越
え

の
苦
し
さ
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
も
う
〳
〵
登
山
癖

や
ま
の
ぼ
り
な
ん
ぞ
真
平
だ
と
懲
り
〳
〵
言
ひ
合
つ
て
ゐ
た
」。
し
か
し
「
周
囲
の
怪
気

あやしげなほのほ
に
あ
て
ら
れ

た
り
刺
戟
さ
れ
た
り
、
ど
う
に
も
脾
肉
の
歎
に
堪
へ
ら
れ
な
く
な
」
り
登
山
に
至
っ
た
と
し
て
い
る
。
加
え
て
、
大
正
二
年
に
ウ
ェ
ス
ト
ン

の
妻
フ
ラ
ン
セ
ス
（F

rances W
eston

）
が
夫
と
共
に
槍
ヶ
岳
の
登
頂
に
成
功
し
婦
人
初
の
登
頂
者
と
さ
れ
て
い
た
一
方
で
日
本
婦
人
は
未

踏
で
あ
る
と
聞
き
及
び
、「
一
つ
私
達
が
卒
先
し
て
立
派
に
巾

界
の
レ
コ
ー
ド
を
つ
く
つ
て
や
ら
う
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」と
の
思
い
を
抱

い
た
の
で

123
）

あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
大
正
四
年
八
月
八
日
付
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
あ
る
よ
う
に
穂
高
岳
も
日
本
婦
人
未
登
頂
で
あ
っ
た
。
で
は
な

ぜ
内
藤
は
槍
ヶ
岳
を
選
択
し
た
で
あ
ろ
う
か
。『
小説

冷
炎
』
で
玉
川
は
、
上
条
嘉
門
次
の
小
屋
を
訪
れ
た
際
に
自
分
が
槍
ヶ
岳
に
登
れ
る
か
ど

う
か
上
条
に
問
い
、「
人
が
二
日
な
ら
三
日
も
掛
る
つ
も
り
で
な
、
無
理
を
せ
ず
と
や
つ
て
見
る
か
な
。
な
ア
に
、
大
し
た
こ
と
は
ね
え
で

…
…
」
と
の
回
答
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
「
穂
高
と
鎗
で
は
ど
つ
ち
が
易
し
い
ん
で
し
や
う
。」
と
の
質
問
も
し
て
い
る
。
そ
の
回

答
は
「
穂
高
は
嶮
山
ぢ
や
で
な
。」
で
、
こ
れ
に
よ
り
玉
川
は
槍
ヶ
岳
を
選
ん
だ
の
で
あ

124
）

っ
た
。
一
方
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
（
三
）」
で
内
藤

は
、「
き
け
ば
穂
高
は
嶮
山
だ
け
れ
ど
も
、
距
離
が
近
い
の
で
日
帰
り
に
出
来
る
。
鎗
ヶ
嶽
の
方
は
ど
う
し
て
も
途
中
野
宿
同
様
の
岩
窟
に
一
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泊
、
も
し
く
は
二
泊
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
の
が
興
味
を
そ
ゝ
つ
て
」
槍
ヶ
岳
を
選
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
内
藤
が
槍
ヶ
岳
を
選
ん
だ

理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

内
藤
は
、
日
本
に
あ
り
な
が
ら
特
異
か
つ
未
知
な
存
在
で
、
よ
り
登
山
の
醍
醐
味
を
味
わ
え
る
槍
ヶ
岳
を
小
説
の
素
材
に
選
ん
だ
。
加
え

て
、
日
本
婦
人
未
踏
の
地
と
い
う
点
も
ま
た
、
内
藤
に
と
っ
て
魅
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節

槍
ヶ
岳
登
頂
を
め
ぐ
り

で
は
、
内
藤
は
槍
ヶ
岳
に
登
頂
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
婦
人
の
初
登
頂
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
岳
の

登
頂
の
証
左
を
挙
げ
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
、
以
下
の
記
事
に
お
い
て
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

一
、
内
藤
千
代
子
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」・「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
（
三
）」
い
ず
れ
も
『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
一
〇
号

大

正
四
年
一
〇
月
一
日

二
、
笹
野
雪
彦
「
日
本
ア
ル
プ
ス
で
見
た
内
藤
千
代
子
女
史＝

『
惜
春
譜
』
に
現
は
れ
た
女
史
の
苦
悶＝

」『
淑
女
画
報
』
第
四
巻
第
一
〇
号

大
正
四
年
一
〇
月
一
日

三
、『
信
濃
民
報
』
大
正
五
年
八
月
一
六
日

内
藤
は
、『
女
学
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」
の
冒
頭
（
写
真
③
）
に
、
本
文
と
は
別
に
小
さ
い
字
で
次

の
よ
う
に
槍
ヶ
岳
登
頂
を
記
し
て
い
る
。

昨
朝
六
時
十
五
分
出
発
。
ど
う
や
ら
鎗
ヶ
嶽
一
万
六
百
尺
の
険
を
よ
ぢ
、
下
山
の
途
中
「
坊
主
茶
屋
」
と
申
す
露
営
同
様
の
岩
室
に

一
泊
い
た
し
、
今
日
午
後
三
時
半
無
事
上
高
地
温
泉
に
帰
宿
仕
り
候
。
日
本
婦
人
最
初
の
登
山
者
と
し
て
の
レ
コ
ー
ド
を
つ
り
し
を

マ

マ

御

よ
ろ
こ
び
下
さ
る
べ
く
候
。

八
月
十
三
日
）

こ
の
ペ
ー
ジ
は
、
内
藤
が
槍
ヶ
岳
出
発
前
に
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」
本
文
を
『
女
学
世
界
』
編
集
部
へ
送
り
、
そ
の
後
槍
ヶ
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岳
に
登
頂
し
て
『
女
学
世
界
』
編
集
部
へ
報
告
し
た
も
の
を
こ
こ

に
挿
入
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
槍
ヶ
岳
登
頂
を
告
げ

る
部
分
は
、
言
わ
ば
速
報
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。し
か
し
、槍
ヶ
岳
登
頂
を
記
し
た「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ（
三
）」

も
ま
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」
と
同
号
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
笹
野
は
投
稿
の
冒
頭
で
、「
大
阪
の
教
育
家
と
そ
の
つ
れ
の

腕
白
連
と
一
緒
」
で
「
上
高
地
の
温
泉
旅
館
に
於
て
、
偶
然
に
も

あ
な
た
と
同
宿
し
た
の
で
す
。」
と
述
べ
て
お
り
、『
小説

冷
炎
』
に
も

玉
川
が
大
阪
の
小
学
校
教
師
と
交
わ
し
た
会
話
が
記
さ
れ
て

125
）

い
る
。
笹
野
は
前
述
の
大
阪
市
教
育
会
の
登
山
団
の
一
員
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
笹
野
の
投
稿
の
主
旨
は
『
惜
春
譜
』
批
判
で
、
全
体

的
に
内
藤
に
対
し
好
意
的
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
内
容
で
あ
る
。
笹
野
は
冒
頭
部
分
で
内
藤
が
男
性
と
共
に
上
高
地
を
訪
れ
た
こ
と
を
揶
揄

し
、
内
藤
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

あ
る
雑
誌
に
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
の
記
事
を
書
く
た
め
に
来
た
と
い
ふ
あ
な
た
は
、
穂
高
の
中
腹
ま
で
登
つ
て
引
返
し
て
し
ま
つ
た
。

し
か
も
、
し
ま
り
の
な
い
日
本
服
に
、

ー
ル
を
蔽
つ
た
あ
な
た
の
姿
は
、
私
等
の
仲
間
の
反
感
を
少
か
ら
ず
買
つ
た
の
で
す
。「
あ

い
つ
、
中
腹
ま
で
昇
つ
て
、
引
返
し
た
く
せ
に
絶
頂
ま
で
行
つ
た
や
う
に
書
く
ぜ

」
と
あ
る
一
人
は
、
あ
な
た
が
他
の
人
に
絶
頂
の

様
子
を
熱
心
に
き
い
た
り
、
あ
な
た
の
室
の
壁
に
は
つ
て
あ
る
ア
ル
プ
ス
の
地
図
に
紫
鉛
筆
で
線
を
ひ
い
て
あ
る
の
を
知
つ
て
憤
慨
し

て
ゐ
ま
し
た
。

笹
野
は
、
内
藤
の
取
材
を
登
頂
せ
ず
登
山
記
を
書
く
も
の
と
批
判
し
、
登
山
姿
を
も
浮
つ
い
た
心
情
の
発
露
と
と
ら
え
て
い
る
。『
小説

冷
炎
』

写真③『女学世界』第15巻第10号
（神奈川近代文学館所蔵）
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で
玉
川
は
上
高
地
出
発
時
、「
化
粧
は
相
変
ら
ず
濃
く
長
い
袂
を
朝
風
に
ひ
ら
〳
〵

126
）

さ
せ
」
、
袴
の
下
に「
西
洋
婦
人
の
穿
く
や
う
な
真
白
な

ヅ
ロ

127
）

ー
ス
」
を
付
け
て
い
た
。「
長
い
袂
」は
登
山
向
き
で
は
な
い
が
、
下
着
は
登
山
に
適
し
て
い
る
。
袴
を
は
き
足
元
は
わ
ら
じ
で
あ
っ
た
。

内
藤
に
対
し
批
判
的
な
笹
野
で
あ
る
が
、
槍
ヶ
岳
登
頂
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
只
今
槍
ヶ
岳
の
険
を
跋
渉
し
て
下
山
致
し
候
。
日
本
婦
人
と
し
て
登
山
の
レ
コ
ー
ド
を
作
り
申
し
候
。」と
某
所
に
通
信
さ
れ
た
事
を
、

あ
な
た
は
真
に
実
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
私
は
満
腔
の
熱
誠
を
以
て
祝
福
し
た
。

「
某
所
に
通
信
さ
れ
た
事
」
と
は
、
前
述
の
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
笹
野
の
投
稿
に
よ

る
と
、
内
藤
は
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

（
そ
の
二
）」
全
文
を
『
女
学
世
界
』
編
集
部
へ
送
っ
た
後
、
槍
ヶ
岳
登
頂
を
「
真
に
実
行
さ
れ
た
」

こ
と
に
な
る
。
内
藤
批
判
を
旨
と
す
る
笹
野
の
投
稿
に
お
け
る「
私
は
満
腔
の
熱
誠
を
以
て
祝
福
し
た
」と
の
好
意
的
な
言
は
、
内
籐
が
槍
ヶ

岳
登
頂
を
な
し
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
笹
野
の
言
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
日
本
ア
ル
プ
ス

へ

（
そ
の
二
）」
の
冒
頭
部
分
は
槍
ヶ
岳
登
頂
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
故
、
槍
ヶ
岳
登
頂
の
証
左
た
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
『
信
濃
民
報
』
に
は
登
頂
当
時
の
記
事
は
な
い
が
、
翌
大
正
五
年
八
月
一
三
日
に
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
の
生
徒
四
名
が
穂
高
岳

を
踏
破
し
た
際
に
「
昨
年
内
藤
千
代
子
が
槍
ヶ
嶽
に
登
り
て
大
に
気
を
吐
き
た
る
が
流
石
に
穂
高
嶽
に
は
登
る
事
を
得
ざ

128
）

り
き
」
と
ふ
れ
て

い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
大
正
四
年
に
お
け
る
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
が
現
地
で
は
認
知
を
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

岡
茂
雄
「
落
穂
を
拾
う
」（『
ア
ル
プ
』
第
一
一
〇
号

昭
和
四
二
年

129
）

四
月
）
は
こ
の
記
事
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
奈
良
女
子
高
等
師
範

学
校
生
徒
の
穂
高
岳
登
山
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
な
お
記
事
に
は
奈
良
女
子
高
等
師
範
学

校
の
生
徒
の
居
住
地
が
番
地
ま
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
岡
は
四
名
の
う
ち
三
名
が
実
名
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
遠
藤
甲
太
他
編

『
日
本
登
山
史
年
表
』（
山
と
渓
谷
社

平
成
一
七
年
）
は
『
信
濃
民
報
』
の
同
記
事
を
典
拠
と
し
て
内
藤
を
日
本
婦
人
初
の
槍
ヶ
岳
登
頂
者

と
し
て

130
）

い
る
他
、
布
川
欣
一
編
『
目
で
見
る
日
本
登
山
史
』（
山
と
渓
谷
社

二
〇
〇

131
）

五
年
）
も
内
藤
を
日
本
婦
人
初
の
槍
ヶ
岳
登
頂
者
と
し

て
い
る
。
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こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
に
挙
げ
た
三
点
の
記
事
は
い
ず
れ
も
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
示
し
て
は
い
る
が
、
内
藤
以
外
は
日

本
婦
人
の
初
登
頂
で
あ
る
と
は
記
述
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
高
頭
仁
兵
衛
は
『
山
岳
』
第
一
三
年
第
二
号
（
大
正
八
年
四
月
一
七
日
）「
雑
録
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
山
ば
な
し
」
で
婦
人
の
槍
ヶ

岳
初
登
頂
に
つ
い
て
触
れ
、
山
崎
は
『
新
稿
日
本
登
山
史
』
で
高
頭
と
岡
を
典
拠
と
し
、「
日
本
女
性
に
よ
る
槍
ヶ
岳
登
頂
は
、
東
京
の
銀
行

員
夫
人
で
あ
る
内
藤
千
代
子
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
行
わ

132
）

れ
た
。」
と
述
べ
た
。
佐
々
木
誉
実
は
『
新
稿
日
本
登
山
史
』
及
び
日
本
山
岳
会
百
年

史
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
山
岳
会
百
年
史
』
続
編
・
資
料
編
（
日
本
山
岳
会

二
〇
〇
七
年
）
を
典
拠
と
し
て
内
藤
を
日
本
婦
人
初
の
槍
ヶ

岳
登
頂
者
と
し
て

133
）

い
る
。
ま
た
上
田
茂
春
『
日
本
の
女
流
登
山
家

人
と
本
』（
未
来
工
房

昭
和
六
二
年

信
州
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
）

に
お
い
て
も
、「
大
正
四
年
の
夏
に
東
京
の
銀
行
員
夫
人
で
あ
る
内
藤
千
代
子
が
槍
ヶ
岳
に
登

134
）

っ
た
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。な
お
山
崎
の『
日

本
登
山
史
』（
白
水
社

昭
和
四
二
年
）
に
は
、
婦
人
の
槍
ヶ
岳
初
登
頂
に
関
す
る
記
述
そ
の
も
の
が
な
い
。

こ
こ
で
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
高
頭
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

東
京
の
或
る
銀
行
の
重
役
の
若
夫
婦
が
、
私
が
穂
高
へ
登
つ
た
前
年
に
、
槍
ヶ
岳
に
登
ら
れ
た
さ
う
で
あ
る
、
こ
れ
は
婦
人
の
槍
ヶ
岳

に
登
ら
れ
た
最
初
だ
さ
う
で
あ
つ
て
、
私
も
そ
の
婦
人
が
槍
ヶ
岳
の
絶
嶺
に
居
ら
れ
た
写
真
を
、
去
る
婦
人
雑
誌
で
拝
見
し
た
こ
と
が

あ
る

高
頭
の
同
記
事
に
は
「
私
も
一
昨
年
の
夏
に
穂
高
の
中
の
三
峯
に
登
つ
て
見
て
」
と
あ
る
が
、
山
崎
『
新
稿
日
本
登
山
史
』
は
高
頭
の
槍
ヶ

岳
・
奥
穂
高
岳
・
前
穂
高
岳
縦
走
を
大
正
五
年
と
し
て

135
）

お
り
、
こ
の
「
婦
人
の
槍
ヶ
岳
に
登
ら
れ
た
最
初
」
が
大
正
四
年
の
出
来
事
を
指
し

て
い
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
高
頭
は
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
以
て
婦
人
の
槍
ヶ
岳
初
登
頂
の
証
左
と
し
て
い
る
が
、
当
時

の
婦
人
雑
誌
に
婦
人
の
登
山
の
写
真
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
管
見
の
限
り
で
は
内
藤
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
写
真
は
存
在
し
て
い

な
い
。「
東
京
の
或
る
銀
行
の
重
役
の
若
夫
婦
」と
い
う
部
分
も
内
藤
に
当
て
は
ま
ら
ず
、
何
よ
り
氏
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
高
頭
の
言
う
「
婦
人
の
槍
ヶ
岳
に
登
ら
れ
た
最
初
」
が
内
藤
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
高
頭
の
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こ
の
記
事
は
、
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
示
し
得
る
も
の
た
り
得
な
い
。

横
田
順
弥
は
「
雑
書
集
め
の
お
も
し
ろ
さ
」（『
図
書
』
第
六
〇
九
号

平
成
一
二
年
一
月
）
で
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
取
り
上
げ
、『
明
治

時
代
は
謎
だ
ら
け
』（
平
凡
社

平
成
一
四
年
）
で
詳
述
し
た
。
横
田
は
『
小説

冷
炎
』
が
「
あ
ま
り
に
も
臨
場
感
が
あ
っ
て
、
作
り
話
と
は
思

え

136
）

な
い
」
こ
と
を
根
拠
に
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
事
実
と
し
て
い
る
が
、
作
家
の
作
品
に
「
臨
場
感
」
が
備
わ
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

『
小説

冷
炎
』
に
お
け
る
「
臨
場
感
」
を
根
拠
に
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
遠
藤
甲
太
『
登
山
史
の
森
へ
』

（
平
凡
社

平
成
一
四
年
）
は
、
横
田
を
典
拠
と
し
て
内
藤
を
日
本
婦
人
初
の
槍
ヶ
岳
登
頂
者
と
し
て

137
）

い
る
。

一
方
『
山
岳
』
に
は
、
内
藤
の
登
頂
を
否
と
す
る
次
の
よ
う
な
投
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

女
学
世
界
に
内
籐
千
代
子
が
上
高
地
を
書
い
て
居
り
ま
す
が
御
覧
で
す
か
女
史
は
私
が
行
つ
て
居
ま
し
た
頃
に
若
い
美
男
子
と
一
緒
に

来
て
居
り
ま
し
た
、
さ
う
し
て
焼
か
ら
帰
つ
た
人
に
は
焼
の
話
を
き
ゝ
穂
高
か
ら
帰
つ
た
人
に
は
穂
高
の
話
を
き
ゝ
、
槍
か
ら
帰
つ
た

人
に
は
槍
の
話
を
き
い
て
居
ま
し
た
、
そ
こ
で
私
は
女
史
が
三
山
中
ど
の
山
に
登
つ
た
記
行
を
書
く
か
と
云
ふ
事
が
実
に
興
味
あ
る
問

題
で
し
た
、
俄
然
十
月
一
日
の
女
学
世
界
に
は
槍
の
登
山
と
お
出
で
な
す
つ
た
其
稚
気
や
大
に
愛
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
を
見
て
笑
を

禁
ず
る
を
得
な
い
の
で
す
、
然
し
そ
れ
が
ま
た
嘘
だ
ら
け
の
登
山
談
だ
か
ら
愉
快
で
も
あ
り
ま
す
、
要
す
る
に
此
れ
は
山
岳
の
茶
目
振

り
だ
ら
う
と
右
御
茶
の
み
話

138
）

に
候

こ
こ
で
も
内
藤
の
取
材
が
揶
揄
さ
れ
、『
女
学
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
（
三
）」
は
「
嘘
だ
ら
け
の
登
山
談
」
で
あ
る

と
し
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
認
め
て
い
な
い
。

一
高
の
生
徒
が
「
小
祠
（
筆
者
注
＊

槍
ヶ
岳
山
頂
の
小
祠
）
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
人
の
名
刺
が
あ
る
日
本
山
岳
会
会
員
何
某
と
し
た
の
も
あ

れ
ば
、
横
文
字
の
走
り
書
も
あ
る
、
有
名
な
る
日
本
ア
ル
プ
ス
の
紹
介
者
英
人
ウ
オ
ー
ル
タ
ー
、
ウ
エ
ス
ト
ン
氏
も
昨
年
夫
人
を
伴
ふ
て
来

り
鉛
筆
の
走
り
書
に
其
旨
を
誌
し
て
止
め
て

139
）

あ
る
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
槍
ヶ
岳
頂
上
の
小
祠
に
名
を
残
す
登
山
者
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は

登
頂
の
証
左
と
な
る
一
方
で
、
こ
こ
に
氏
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
未
登
頂
と
の
判
断
を
さ
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
内
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藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
、
こ
の
小
祠
の
紙
片
を
証
左
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
槍
ヶ
岳
山
頂
で
内
藤
の
登

頂
の
証
左
た
り
得
る
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
前
述
の
通
り
、『
小説

冷
炎
』で
玉
川
一
行
は
小
祠
に
紙
片
を
残
し
て
い
る
。

内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
の
正
否
に
関
し
、
筆
者
は
『
小説

冷
炎
』
の
書
名
に
「
小
説
」
の
語
が
付
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
内
藤

の
著
書
で
書
名
に
「
小
説
」
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
『
小説

冷
炎
』
と
大
正
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
小説

春
雨
』（
京
橋
堂
出
版
部
）
の
二
作
で
あ
る
。

『
毒
蛇
』
の
主
人
公
小
林
幸
世
は
作
家
で
『
女
学
世
界
』
連
載
中
は
「
小説

毒
蛇
」
と
題
し
た
が
、
単
行
本
と
し
て
大
正
八
年
に
三
徳
社
か
ら
刊

行
さ
れ
た
際
の
書
名
は
『
毒
蛇
』
で
あ
っ
た
。
内
藤
の
作
品
は
内
藤
自
身
が
主
人
公
で
内
藤
の
実
体
験
を
描
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
読
ま
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、『
小説

春
雨
』
に
は
女
の
作
家
は
登
場
せ
ず
、
内
藤
自
身
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
『
小説

冷
炎
』
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
書
名
と
見
る
べ
き
で
、
同
書
に
お
け
る
玉
川
和
子
の
登
頂
即
ち
内
藤
の
槍
ヶ
岳
登
頂
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

考
え
る
。

内
藤
の
大
正
四
年
夏
に
お
け
る
槍
ヶ
岳
登
頂
は
『
信
濃
民
報
』
に
よ
り
確
認
で
き
る
が
、
日
本
婦
人
初
で
あ
る
こ
と
を
示
し
得
る
も
の
は

未
だ
確
認
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
節

「
自
然
の
復
讐
」

書
名
に
「
小
説
」
を
冠
し
た
『
小説

冷
炎
』
は
、
内
藤
に
と
っ
て
言
わ
ば
初
の
「
小
説
」
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
新
た
な
世
界
を
拓
い
た
こ
と

を
示
す
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
で
は
、
内
藤
は
な
ぜ
『
小説

冷
炎
』
に
お
い
て
登
山
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

多
く
の
人
々
を
魅
了
し
た
仏
ロ
マ
ン
主
義
文
学
に
お
い
て
山
岳
が
描
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
江
喬
松
は「
山
岳
美
論
」（『
自
然
美
論
』

春
秋
社

大
正
一
二
年
）で
、「
山
嶺
の
美
の
文
芸
的
表
現
は
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
遠
景
美
観
、
或
は
中
腹
以
下
の
人
事
と
密
接
に
交
渉
あ
る

方
面
か
ら
次
第
に
進
ん
で
、
や
が
て
絶
頂
の
美
観
が
そ
の
表
現
相
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ

140
）

ら
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
遠
景
」
で
は
な
く

「
絶
頂
の
美
観
」
を
描
く
た
め
に
は
、
作
家
自
身
が
「
絶
頂
」
を
極
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
若
者
の
世
界
を
描
き
支
持
を
得
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て
き
た
内
藤
に
と
り
、
青
年
を
魅
了
し
て
い
る
文
学
の
世
界
を
体
現
す
る
こ
と
は
挑
む
に
値
す
る
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
登
山
は
、「
絶

頂
の
美
観
」
を
描
か
ん
と
の
作
家
と
し
て
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

槍
ヶ
岳
登
頂
の
場
面
で
、
内
藤
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ぢ
つ
と
見
つ
め
て
ゐ
る
中
に
、
イ
プ
セ
ン
の
所
謂
「
自
然
の
復
讐
」
と
云
ふ
言
葉
を
思
ひ
出
し
て
、
何
と
な
く
肩
先
寒
く
覚
え
た
。
ま

つ
た
く
山
霊
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
か
と
疑
は
れ
る
。
そ
し
て
人
間
の
手
に
神
秘
の
鍵
を
握
ら
る
ゝ
の
を
厭
ふ
て
、
相
い
ま
し
め
て
ゐ
る

や
う
に
も
見
え
る
。
さ
し
づ
め
自
分
は
第
一
の
憎
ま
れ
役
で
あ
ら
う
、「
女
に
さ
へ
登
れ
た
」と
云
ふ
と
鎗
の
資
格
は
、
こ
の
後
大
へ
ん

下
落
す
る
こ
と
ゝ
な
る
故
、
な
ど
と
思
ひ
つ
ゞ

141
）

け
た
。

「
自
然
の
復
讐
」
は
、
イ
プ
セ
ン
『
鴨
（
野
鴨
）』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
台
詞
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。「
鴨
」
は
『
新
小
説
』
第
一
七
年
第
一

一
巻
（
大
正
元
年
一
一
月
一
日
）
に
森
田
草
平
が
翻
訳
を
発
表
し
（
未
完
）、
大
正
二
年
二
月
一
八
日
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
大
正
二

年
三
月
一
八
日
付『
東
京
朝
日
新
聞
』に
は
再
版
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
七
回
イ
ブママ
セ
ン
会（
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
日

142
）

開
催
）

及
び
第
八
回
イ
ブママ
セ
ン
会
（
明
治
四
〇
年
一
二
月
六
日

143
）

開
催
）
に
お
い
て
、
柳
田
国
男
・
長
谷
川
天
渓
・
岩
野
泡
鳴
・
岡
村
千
秋
ら
に
よ
る

『
鴨
』
の
合
評
が
行
わ
れ
て
お
り
、
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

『
鴨
』
に
お
け
る
「
自
然
の
復
讐
」
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
幕
に
お
い
て
、
山
林
を
濫
伐
し
た
と
い
う
ク
レ
ー
ゲ
ル
ス
に
対
し
、

老
エ
ー
ク
ダ
ル
は
「
そ
り
や
危
険
だ
ね
。
結
果
は
好
く
な
い
よ
。
山や
林ま
と
云
ふ
も
の
は
復
讐
す
る
か
ら
ね
。」
と
警
鐘
を
鳴

144
）

ら
す
。
ま
た
第
五

幕
で
銃
に
よ
り
孫
の
ヘ
ー
ド
イ
ッ
ヒ
が
死
亡
し
た
際
に
も
、
老
エ
ー
ク
ダ
ル
は
「
森
が
復
讐
す
る
の
だ
。」
と
二
度
呟
い
て

145
）

い
る
。

第
八
回
イ
ブママ
セ
ン
会
の
合
評
に
お
い
て
、
長
谷
川
天
渓
は
「
其
れ
に
し
て
も
森
の
復
讐
と
い
ふ
の
は
解
ら
ぬ
。」
と
口
火
を
切
っ
た
。
そ
し

て
「
森
の
復
讐
」
と
は
ヘ
ー
ド
イ
ッ
ヒ
へ
の
親
の
虐
待
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
自
然
に
発
達
す
る
鳥
や
ク
リ
ス
マ
ス
、

ト
リ
イ
な
ぞ
を
不
自
然
に
も
森
の
内
へ
檎
に
し
て
老
エ
イ
ク
ダ
ル
は
楽
ん
で
居
る
、
斯
う
な
る
の
は
自
然
の
復
讐
ぢ
や
な
い
か
。」と
す
る
柳

田
国
男
、
老
エ
ー
ク
ダ
ル
が
「
北
方
の
山
林
で
森
の
偽
地
図
を
書
い
た
」
こ
と
に
「
森
が
つ
き
ま
と
う
て
来
る
」
の
だ
と
す
る
岩
野
泡
鳴
の
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説
等
が
出
さ
れ
て
い
る
。
結
論
は
出
て
い
な
い
が
、
人
の
成
長
を
含
む
自
然
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
に
足
を
踏
み
込
も
う
と
す
る
行
為
に
対

し
て
な
さ
れ
る
罰
を
「
森
の
復
讐
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

内
藤
が
描
い
た
「
人
間
の
手
に
神
秘
の
鍵
を
握
ら
る
ゝ
の
を
厭
ふ
て
、
相
い
ま
し
め
て
ゐ
る
や
う
に
も
見
え
る
」
槍
ヶ
岳
は
、
親
し
み
を

感
じ
さ
せ
る
山
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
内
藤
は
、
登
頂
に
よ
る
「
山
霊
」
の
祟
り
の
よ
う
な
も
の
を
想

像
し
、
話
題
と
な
っ
た『
鴨
』の
こ
の
記
述
を
想
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
女
の
登
山
に
対
す
る
拒
否
反
応
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

内
藤
は
、
槍
ヶ
岳
登
頂
を
描
い
た
著
書
の
書
名
に
「
小
説
」
の
語
を
付
し
、『
女
学
世
界
』
の
連
載
と
『
小説

冷
炎
』
以
外
で
槍
ヶ
岳
登
頂
に

全
く
触
れ
て
い
な
い
が
、「
自
然
の
復
讐
」に
対
す
る
思
い
や
女
の
登
山
に
対
す
る
拒
否
反
応
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
内

藤
は
、
穂
高
岳
の
頂
上
で
案
内
人
の
佐
内
に
「
残
念
ぢ
や
、
こ
ん
な
事
実
を
み
ん
な
実
際
と
思
は
ね
え
だ
か
も
知
れ
ま
し
ね
え
、
他
に
證
人

が
ゐ
ん
の
ぢ
や
も

146
）

の
ね
。」
と
語
ら
せ
て
い
る
が
、
山
岳
の
登
頂
を
証
明
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
知
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
書
名
に
「
小
説
」
の

語
を
冠
し
て
著
書
を
世
に
送
っ
た
一
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

内
藤
は
、
登
山
に
よ
り
「
絶
頂
の
美
観
」
を
描
く
こ
と
を
試
み
、
山
頂
で
「
自
然
の
復
讐
」
を
想
起
し
た
。
山
の
魅
力
を
伝
え
る
文
学
作

品
と
は
趣
を
異
に
す
る
が
、
独
自
の
世
界
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

終

章

内
藤
千
代
子
『
小説

冷
炎
』
か
ら
は
、
文
学
の
人
気
と
相
待
つ
中
で
山
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
の
自
然
の

神
秘
に
触
れ
、
ま
た
文
学
の
世
界
を
追
体
験
す
る
場
を
求
め
て
山
に
足
を
運
ぶ
人
々
が
現
れ
、
そ
れ
を
な
し
得
な
い
多
く
の
人
々
は
山
を
描

い
た
文
章
に
よ
り
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
数
多
の
険
峻
と
日
本
に
あ
り
な
が
ら
未
知
で
異
国
情
緒
に
あ
ふ
れ
た
日
本

ア
ル
プ
ス
は
、
そ
の
舞
台
と
し
て
多
彩
な
魅
力
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
中
、
避
暑
地
上
高
地
に
滞
在
し
て
自
ら
登
山
を
試
み
、
新
し
い
文
学
の
世
界
を
体
現
せ
ん
と
す
る
者
が
登
場
し
て
い
た
。
作

家
の
み
な
ら
ず
、
画
家
や
詩
人
ら
多
彩
な
分
野
の
芸
術
家
も
そ
れ
に
加
わ
っ
た
。
自
然
の
描
き
手
た
ら
ん
こ
と
に
も
関
心
が
抱
か
れ
て
い
た

こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
新
た
な
営
み
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
藤
千
代
子
は
、
自
然
の
描
き
手
と
な
り
作
家
と
し
て
の
更
な
る
飛
躍
を
図
る
べ
く
上
高
地
を
訪
れ
、『
小説

冷
炎
』を
世
に
送
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
鵠
沼
や
箱
根
に
滞
在
す
る
若
者
を
描
い
て
人
気
を
博
し
て
き
た
内
藤
に
と
り
、
新
興
の
避
暑
地
上
高
地
を
舞
台
と
し
た
小
説
は
本
領
発

揮
と
も
言
え
る
も
の
で
、
読
者
の
期
待
に
応
え
得
る
作
品
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
上
高
地
に
滞
在
し
て
登
山
に
挑
み
、
広
く
愛
さ

れ
て
い
た
文
学
の
世
界
を
体
現
せ
ん
と
す
る
様
は
円
熟
味
を
増
す
作
家
内
藤
千
代
子
の
新
た
な
魅
力
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。ま
た
そ
れ
は
、

大
正
四
年
八
月
に
『
女
学
世
界
』
で
連
載
が
始
ま
っ
た
「
小説

毒
蛇
」
に
対
す
る
期
待
に
も
結
び
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
小説

毒
蛇
」
に
は
、
内
藤

の
従
来
の
作
品
と
は
異
な
り
日
常
の
俗
事
に
翻
弄
さ
れ
る
作
家
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
内
藤
が
転
機
を
迎
え
た
こ
と
が
伺
え
る
の

で
あ
る
。注

１
）

広
告
よ
り

内
藤
千
代
子
『
惜
春
譜
』
牧
民
社

大
正
四
年

２
）
『
女
学
世
界
』
第
一
七
巻
第
六
号
（
大
正
六
年
六
月
一
日
）
ま
で
連
載
さ
れ
、
加
筆
修
正
後
大
正
八
年
一
〇
月
一
日
三
徳
社
よ
り
刊
行

３
）
『
小説

冷
炎
』
二
頁
に
は
「
四
月
廿
五
日
」
と
あ
る
が
、
第
一
高
等
学
校
寄
宿
寮
編
・
発
行
『
向
陵
誌
』（
大
正
一
四
年
）
に
よ
る
と
、
例
年
三
月
一

日
に
行
わ
れ
て
き
た
同
祭
は
、
大
正
四
年
の
み
四
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
た
（
五
一
〜
五
二
頁
）

４
）

内
藤
千
代
子
『
小説

冷
炎
』
京
橋
堂

大
正
五
年

四
六
頁

５
）
『
小説

冷
炎
』

二
〇
〜
二
一
頁

６
）
『
女
学
世
界
』
第
一
七
巻
第
六
号

大
正
六
年
六
月
一
日
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７
）
『
小説

冷
炎
』

六
六
頁

８
）
『
小説

冷
炎
』

六
七
頁

９
）
『
小説

冷
炎
』

五
四
頁

10
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
九
頁

11
）
『
小説

冷
炎
』

二
五
八
頁

12
）
『
小説

冷
炎
』

二
六
〇
頁

13
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
四
年
七
月
一
四
日

14
）

横
山
篤
美
『
上
高
地
物
語
｜

そ
の
歴
史
と
自
然
』
山
と
渓
谷
社

昭
和
五
六
年

一
二
五
頁

15
）
『
小説

冷
炎
』

一
一
二
頁

16
）
「
乗
鞍
の
堂
守
と
穂
高
の
仙
人
（
板
殿
正
太
郎
翁
と
上
條
嘉
門
次
翁
）」『
山
岳
』
第
四
年
第
三
号

明
治
四
二
年
一
一
月
三
日

17
）
『
小説

冷
炎
』

一
六
一
頁

18
）
『
小説

冷
炎
』

一
六
四
頁

19
）
『
小説

冷
炎
』

一
八
二
〜
一
八
三
頁

20
）
『
小説

冷
炎
』

一
八
七
頁

21
）

高
橋
宮
二
『
探
険
探
勝

日
本
ア
ル
プ
ス
と
山
麓
の
景
勝
』
教
倫
堂
出
版
部

明
治
四
三
年

六
五
頁

22
）
『
小説

冷
炎
』

一
八
九
頁

23
）

烏
水
「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記

第
九
章
」『
文
庫
』
第
二
四
巻
第
五
号

明
治
三
六
年
一
一
月
一
五
日
、『
山
水
無
尽
蔵
』（
隆
文
館

明
治
三
九
年
）

所
収

24
）
『
小説

冷
炎
』

二
三
一
頁

25
）
『
小説

冷
炎
』

二
三
七
〜
二
三
八
頁

26
）
『
小説

冷
炎
』

二
二
九
頁
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27
）
『
小説

冷
炎
』

二
五
七
頁

28
）
『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
九
・
一
〇
号
（
第
一
〇
号
は
二
回
分
）

大
正
四
年
九
月
一
日
・
一
〇
月
一
日

29
）
「
誌
友
倶
楽
部
」
欄
『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
一
二
号

大
正
四
年
一
一
月
一
日

30
）

志
賀
重
昴
『
日
本
風
景
論
』
政
教
社

明
治
二
七
年

一
二
一
頁

31
）

日
本
山
岳
会
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
山
岳
会
百
年
史
』
続
編
・
資
料
編

日
本
山
岳
会

平
成
一
九
年

Ａ
13

32
）
「
会
報
」
欄
『
山
岳
』
第
四
年
第
二
号

明
治
四
二
年
六
月
三
〇
日

33
）
「
会
報
」
欄
『
山
岳
』
第
六
年
第
三
号

明
治
四
四
年
一
一
月

34
）

上
條
武
『
上
高
地
１
神
河
内
絵
画
き
宿
』
独
木
書
房

平
成
八
年

五
七
頁

35
）

松
本
市
編
『
松
本
』
松
本
市

大
正
一
〇
年

四
六
頁

36
）
『
山
岳
』
第
四
年
第
二
号
（
明
治
四
二
年
六
月
三
〇
日
）「
会
報
」
欄
に
「
飛
騨
山
岳
会
の
成
立
」
掲
載

37
）
「
会
報
」
欄
『
山
岳
』
第
四
年
第
二
号

明
治
四
二
年
六
月
三
〇
日

38
）

教
科
書
研
究
会
編
『
国
定
教
科

書

応

用

作
文
練
習
書

高
等
小
学
一
、
二
学
年
用
』
嵩
山
堂

明
治
三
八
年

三
七
頁

39
）

牛
丸
工
編
『
芥
川
龍
之
介
の
槍
ヶ
岳
登
山
と
河
童
橋
』
上
高
地
登
山
案
内
人
組
合

平
成
二
〇
年

二
〇
頁

40
）
『
日
本
山
岳
会
百
年
史
』
続
編
・
資
料
編

一
〇
五
頁

41
）
「
雑
報
」
欄
『
山
岳
』
第
八
年
第
二
号

大
正
二
年
八
月
三
一
日

42
）

二
高
山
岳
会
部
史
編
纂
委
員
会
編
『
清
き
渓
か
ら
真
夏
の
空
へ
｜

第
二
高
等
学
校
山
岳
部
々
史
』
二
高
山
岳
会

平
成
一
七
年

七
頁

43
）

第
一
高
等
学
校
旅
行
部
縦
の
会
編
・
発
行
『
一
高
旅
行
部
五
十
年
』

昭
和
四
三
年

一
二
頁

44
）

作
道
好
男
・
江
藤
武
人
編
『
伊
吹
お
ろ
し
の
雪
消
え
て
｜

第
八
高
等
学
校
史
｜

』
財
界
評
論
新
社

昭
和
四
八
年

四
八
八
頁

45
）
『
一
高
旅
行
部
五
十
年
』

二
頁

46
）

第
一
高
等
学
校
寄
宿
寮
編
・
発
行
『
向
陵
誌
』

大
正
一
四
年

一
一
〇
八
頁
、『
一
高
旅
行
部
五
十
年
』

一
〇
・
一
二
頁

47
）
『
一
高
旅
行
部
五
十
年
』

九
頁
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48
）
『
一
校
旅
行
部
五
十
年
』

五
頁

49
）

し
ら
う
「
中
央
日
本
ア
ル
プ
ス
よ
り

石
楠
花
の
花
に
添
へ
て
」『
校
友
会
雑
誌
』
第
二
五
〇
号

大
正
四
年
一
二
月
一
五
日

50
）

Ｋ
Ｍ
生
「
山
岳
所
感
」『
校
友
会
雑
誌
』
第
二
三
〇
号

大
正
二
年
一
二
月
四
日

51
）
『
時
事
新
報
』
大
正
二
年
八
月
二
五
日

52
）
「
紀
行
文
家
の
群
れ
｜

田
山
花
袋
氏
｜

」『
小
島
烏
水
全
集
』
第
一
〇
巻

大
修
館
書
店

昭
和
五
五
年

三
二
一
頁

53
）
「『
山
水
無
尽
蔵
』
と
い
う
本
の
こ
と
」『
小
島
烏
水
全
集
』
第
一
〇
巻

三
一
一
頁

54
）

小
島
烏
水
『
雲
表
』（
左
久
良
書
房

明
治
四
〇
年
）
所
収

55
）

E
rn
est M

ason S
a
tow

&
A
.
G
.
S
.
H
a
w
es
“A
 
H
a
nd
bo
ok for T

rav
elers in C

entral and N
orthern Jap

an
”

マ
レ
ー
社

一

八
八
一
（
明
治
一
四
）
年

二
六
五
頁

56
）
「
ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
登
山
事
蹟

附

甲
賀
宣
政
氏
の
事
ど
も
」『
小
島
烏
水
全
集
』
第
一
〇
巻

三
三
二
頁

57
）

内
藤
は
『
小説

冷
炎
』
八
二
頁
に
「
ジ
ャ
パ
ン
、
ア
ル
プ
ス
」
と
記
し
て
い
る

58
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
四
年
七
月
八
日
・
二
二
日

59
）

大
正
六
年
大
鐙
閣
よ
り
『
日
本
ア
ル
プ
ス
縦
走
記
』
と
し
て
刊
行

60
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
四
年
七
月
二
八
日

61
）
『
向
陵
誌
』

一
一
一
〇
〜
一
一
一
二
頁

62
）
「
日
本
ア
ル
プ
ス
の
憶
ひ
出
」『
小
島
烏
水
全
集
』
第
一
〇
巻

三
一
六
頁

63
）

朝
見
潤
「
解
題
」『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
六
巻

角
川
書
店

昭
和
四
〇
年

四
六
〇
頁

64
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
四
年
七
月
一
三
日

『
山
岳
』
第
一
〇
年
第
一
号
（
大
正
四
年
九
月
一
〇
日
）
に
転
載

65
）
『
小説

冷
炎
』

一
二
八
〜
一
二
九
頁

66
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
七
頁

67
）

小
島
烏
水
「
上
高
地
は
神
河
内
が
正
し
き
説
」『
山
岳
』
第
二
九
年
第
一
号

昭
和
九
年
六
月
一
日
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68
）

横
山
篤
美
『
上
高
地
開
発
史
』
山
と
渓
谷
社

昭
和
四
六
年

一
八
頁

69
）
『
山
岳
』
第
五
年
第
二
号

明
治
四
三
年
七
月
一
五
日

70
）

C
ha
rles J.

B
arnes

“N
ew
 
N
ation

al F
ifth R

ead
er”

積
善
館
本
店

明
治
三
五
年

二
四
〇
頁

71
）

“N
ew
 
N
a
tio
na
l F
ifth R

eader”

二
四
〇
〜
二
四
一
頁

72
）
『
上
高
地
｜

そ
の
歴
史
と
自
然
｜

』

八
九
〜
九
一
頁

73
）

丸
山
注
連
三
郎
他
『
槍
が
岳
乃
美
観
』
高
美
書
店

明
治
三
九
年

一
七
五
頁

74
）
『
小説

冷
炎
』

一
二
五
頁

75
）

田
部
重
治
『
日
本
ア
ル
プ
ス
と
秩
父
巡
礼
』
北
星
堂

大
正
八
年

一
一
九
頁

76
）
『
日
本
ア
ル
プ
ス
と
秩
父
巡
礼
』

一
一
二
頁

77
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
四
年
八
月
一
〇
日

78
）

ら
い
て
う
「
高
原
の
秋
」『
青

』
第
一
巻
第
三
号

明
治
四
四
年
一
一
月
一
日

79
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
三
年
八
月
六
日

80
）
『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
二
年
九
月
五
日

81
）

高
村
光
太
郎
「
智
恵
子
の
半
生
」『
昭
和
文
学
全
集
』
第
４
巻

小
学
館

平
成
元
年

五
五
一
頁

82
）

窪
田
空
穂
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
」『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
六
巻

角
川
書
店

昭
和
四
〇
年

六
九
頁

83
）
『
日
本
ア
ル
プ
ス
と
秩
父
巡
礼
』

一
三
〇
頁

84
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
三
頁

85
）
『
読
売
新
聞
』
大
正
四
年
八
月
一
二
日

86
）
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
四
年
八
月
八
日

87
）
「
会
員
通
信
」
欄
『
山
岳
』
第
一
〇
年
第
二
号

大
正
四
年
一
二
月
二
七
日

88
）
『
小説

冷
炎
』

一
五
四
〜
一
五
五
頁

― ―146

（

）

九
九

作家と山― 内藤千代子『小説冷炎』を例として (仙波)



89
）
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
大
正
二
年
八
月
三
日

90
）
「
上
高
地
の
記
」
に
新
館
の
記
述
が
あ
り
、
明
治
四
二
年
以
前
に
建
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る

91
）
『
時
事
新
報
』
大
正
二
年
九
月
三
日

92
）
『
山
岳
』
第
四
年
第
三
号

明
治
四
二
年
一
一
月
三
日

93
）
『
一
校
旅
行
部
五
十
年
』

一
一
頁
、「
上
高
地
の
記
」、『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
三
年
八
月
五
日

94
）

広
告
よ
り

『
山
岳
』
第
四
年
第
三
号

明
治
四
二
年
一
一
月
三
日

95
）
『
小説

冷
炎
』

一
三
一
頁

96
）
『
小説

冷
炎
』

一
三
二
頁

97
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
五
〜
一
四
六
頁

98
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
五
頁

99
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
六
頁

100
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
三
頁

101
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
八
頁

102
）
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
」『
窪
田
空
穂
全
集
』
第
六
巻

六
四
頁

103
）
『
槍
が
嶽
乃
美
観
』

一
三
八
〜
一
三
九
頁

104
）
「
梓
川
の
源
流
」

105
）
『
時
事
新
報
』
大
正
二
年
九
月
一
日

106
）

小
島
烏
水
「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記

第
一
章
」『
文
庫
』
第
二
二
巻
第
二
号

明
治
三
六
年
一
月
一
日

107
）

W
alter W

eston
“M
ou
nta
ineerin

g a
nd E

x
p
loration in the Jap

an
ese A

lp
s”

マ
レ
ー
社

一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年

一
六
頁

108
）

高
頭
式
『
日
本
山
嶽
志
』
博
文
館

明
治
三
九
年

二
七
四
頁

109
）
「
緒
論
」
よ
り

『
槍
が
嶽
乃
美
観
』
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110
）

山
崎
安
治
は
『
日
本
登
山
史
』（
白
水
社

昭
和
四
四
年

一
四
三
頁
）
で
「
鎗
ヶ
岳
」
を
「
鹿
島
槍
」
で
あ
る
と
し
て
い
る

111
）

小
島
烏
水
「
鎗
ヶ
嶽
探
険
記

第
二
章
」『
文
庫
』
第
二
二
巻
第
五
号

明
治
三
六
年
二
月
一
五
日

112
）
『
日
本
風
景
論
』

一
四
七
頁

113
）

小
島
烏
水
「
槍
ヶ
岳
か
ら
の
黎
明
」『
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
手
記
』
書
物
展
望
社

昭
和
一
二
年

一
二
頁

114
）
『
日
本
登
山
史
』

一
五
七
頁

115
）
『
日
本
山
岳
史
』

一
五
五
頁

116
）

小
島
烏
水
『
山
水
無
尽
蔵
』
隆
文
館

明
治
三
九
年

二
四
頁

117
）
『
日
本
風
景
論
』

一
二
九
頁

118
）
『
日
本
風
景
論
』

一
四
七
頁

119
）
『
日
本
風
景
論
』

一
三
〇
頁

120
）
『
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の
手
記
』

一
一
頁

121
）
『
日
本
山
嶽
志
』

二
七
三
頁

122
）

内
藤
千
代
子
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ

」『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
九
号

大
正
四
年
九
月
一
日

123
）

内
藤
千
代
子
「
日
本
ア
ル
プ
ス
へ
（
三
）」『
女
学
世
界
』
第
一
五
巻
第
一
〇
号

大
正
四
年
一
〇
月
一
日

124
）
『
小説

冷
炎
』

一
六
九
頁

125
）
『
小説

冷
炎
』

一
四
〇
頁

126
）
『
小説

冷
炎
』

一
七
一
頁

127
）
『
小説

冷
炎
』

一
七
四
頁

128
）
『
信
濃
民
報
』
大
正
五
年
八
月
一
六
日

129
）

岡
茂
雄
『
炉
辺
山
話
』（
実
業
之
日
本
社

昭
和
五
〇
年
）
所
収
「
日
本
女
性
の
穂
高
初
の
ぼ
り
」

130
）

遠
藤
甲
太
他
編
『
日
本
登
山
史
年
表
』
山
と
渓
谷
社

平
成
一
七
年

二
〇
頁
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131
）

布
川
欣
一
編
『
目
で
見
る
日
本
登
山
史
』
山
と
渓
谷
社

二
〇
〇
五
年

一
八
七
頁

132
）

山
崎
安
治
『
新
稿
日
本
登
山
史
』
白
水
社

昭
和
六
一
年

三
二
九
頁

133
）

佐
々
木
誉
実
「
大
正
４
年
、
槍
ヶ
岳
に
本
邦
女
性
と
し
て
初
登
頂
し
た
内
藤
千
代
子
の
こ
と
」『
日
本
山
岳
文
化
学
会
論
集
』
第
一
二
号

平
成

二
七
年
一
二
月

134
）

上
田
茂
春
『
日
本
の
女
流
登
山
家

人
と
本
』
未
来
工
房

昭
和
六
二
年

二
二
頁

信
州
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵

135
）
『
新
稿
日
本
登
山
史
』

三
三
〇
〜
三
三
一
頁

136
）

横
田
順
弥
「
雑
書
集
め
の
お
も
し
ろ
さ
」『
図
書
』
第
六
〇
九
号

平
成
一
二
年
一
月

137
）

遠
藤
甲
太
『
登
山
史
の
森
へ
』
平
凡
社

平
成
一
四
年

一
二
二
〜
一
二
三
頁

138
）

会
報
欄
『
山
岳
』
第
一
〇
巻
第
二
号

大
正
四
年
一
二
月
二
七
日

139
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
大
正
三
年
八
月
四
日

140
）

吉
江
喬
松
「
山
岳
美
論
」『
自
然
美
論
』
春
秋
社

大
正
一
二
年

一
二
四
頁

141
）
『
小説

冷
炎
』

一
八
八
頁

142
）
『
新
思
潮
』
第
三
号

明
治
四
〇
年
一
二
月
一
日

143
）
『
新
思
潮
』
第
四
号

明
治
四
一
年
二
月
一
日

144
）

ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
ブ
セ
ン
著
・
森
田
草
平
訳
『
鴨
』
新
潮
社

大
正
二
年

九
五
頁

145
）
『
鴨
』

二
八
六
・
二
八
八
頁

146
）
『
小説

冷
炎
』

二
三
八
頁

本
研
究
に
お
き
ま
し
て
、
西
糸
屋
前
経
営
者
奥
原
教
永
氏
（
昭
和
五
年
生
ま
れ
）
よ
り
貴
重
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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（

）

一
〇
二
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