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梅
棹
忠
夫
先
生
を
悼
む 

数
々
の
思
い
出

	

斎
藤
惇
生

は
じ
め
に

　

二
〇
一
〇
年
七
月
三
日
、
梅
棹
先
生
は

亡
く
な
ら
れ
た
。
私
が
そ
の
訃
報
を
知
っ

た
の
は
ペ
ル
ー
の
リ
マ
だ
っ
た
。
ペ
ル
ー

ア
ン
デ
ス
研
究
の
権
威
者
山
本
紀
夫
を
隊

長
兼
ガ
イ
ド
に
、
ア
ン
デ
ス
の
コ
ル
デ
ィ

エ
ラ
・
ブ
ラ
ン
カ
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
に
ワ

ラ
ス
に
向
け
出
発
す
る
七
月
六
日
の
朝

だ
っ
た
。
こ
の
報
告
は
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー

五
四
号
に
前
田
司
が
書
い
て
い
る
。
先
生

の
体
調
が
あ
ま
り
勝
れ
な
い
こ
と
は
知
っ

て
い
た
が
、
何
か
急
に
深
い
穴
が
ぽ
っ
か

り
空
い
た
よ
う
な
感
慨
を
受
け
た
の
だ
っ

た
。夜
ワ
ラ
ス
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、チ
リ
ー

ワ
イ
ン
で
献
盃
し
山
の
大
先
輩
の
死
を
悼

ん
だ
。

　

梅
棹
先
生
の
果
さ
れ
た
業
績
は
、
動
物

学
、
社
会
文
化
人
類
学
、
民
族
学
、
比
較

文
明
学
と
き
わ
め
て
多
岐
で
、
朝
日
新
聞

の
天
声
人
語
は
「
知
の
デ
パ
ー
ト
」
の
静

か
な
る
閉
店
で
あ
る
と
書
い
た
。
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私
は
二
〇
〇
二
年
に
先
生
の
か
な
り
ひ
ど
い
痔
の

手
術
を
し
た
。
そ
の
後
ア
レ
ル
ギ
ー
性
の
し
つ
こ
い

咳
、
原
因
が
は
っ
き
り
し
な
い
し
ゃ
っ
く
り
な
ど
に

悩
ま
さ
れ
、
肺
癌
続
い
て
胃
癌
の
手
術
も
受
け
ら
れ

た
。
病
魔
の
克
服
に
は
い
つ
も
積
極
的
だ
っ
た
。
糖

尿
病
、
膵
炎
、
動
脈
硬
化
な
ど
の
治
療
に
好
き
な
ワ

イ
ン
も
絶
っ
て
専
念
さ
れ
た
。
看
病
さ
れ
た
夫
人
の

苦
労
は
た
い
へ
ん
だ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
九
〇
歳

の
高
年
齢
に
は
勝
て
な
か
っ
た
。

山
は
人
生
の
ル
ー
ツ
、
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員

　

梅
棹
先
生
は
い
つ
も
自
分
の
学
問
活
動
の
原
点
は

山
で
あ
る
と
い
い
続
け
て
お
ら
れ
た
。
二
〇
〇
九
年

に
出
版
さ
れ
た
最
後
の
著
書
「
山
を
た
の
し
む
」
の

オ
ビ
に
「
山
を
し
ら
な
け
れ
ば
今
日
の
わ
た
し
は
な

か
っ
た
。
山
は
わ
た
し
の
人
生
の
ル
ー
ツ
で
あ
り
、

す
べ
て
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。」
と
本
文
の
な
か

の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

先
生
は
一
九
六
二
年
日
本
山
岳
会
（
Ｊ
Ａ
Ｃ
）
入

会
、
こ
れ
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
よ
り
Ｊ
Ａ
Ｃ
へ
委
譲
さ
れ
た

マ
ナ
ス
ル
計
画
に
参
加
す
る
た
め
だ
っ
た
。
し
か
し

運
悪
く
肺
結
核
を
発
病
し
参
加
を
断
念
し
た
。

　

一
九
九
五
年
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
は
先
生
を
名
誉
会
員
に
推

挙
し
た
。
高
峰
登
山
で
な
く
探
検
の
実
績
、
登
山
文

化
に
対
す
る
功
績
が
高
く
評
価
さ
れ
た
。
先
生
は

一
九
八
六
年
球
後
視
神
経
炎
の
発
病
で
突
然
に
視
力

を
失
わ
れ
た
。
し
か
し
一
二
月
の
Ｊ
Ａ
Ｃ
年
次
晩
餐

会
に
出
席
さ
れ
た
。
先
生
は
こ
れ
ま
で
文
化
勲
章
を

含
め
お
お
く
の
賞
を
頂
い
た
が
、
Ｊ
Ａ
Ｃ
の
名
誉
会

員
賞
を
受
け
た
こ
と
が
何
よ
り
も
嬉
し
い
と
述
べ
ら

れ
た
。
終
生
登
山
家
と
し
て
の
自
負
を
持
ち
続
け
て

お
ら
れ
た
先
生
の
本
心
で
あ
っ
た
と
思
う
。

北
山
そ
だ
ち

　

先
生
の
登
山
は
京
都
一
中
の
山
岳
部
に
始
ま
っ
て

い
る
。
今
西
錦
司
、
西
堀
栄
三
郎
先
生
た
ち
が
青
葉

会
を
結
成
し
山
城
三
十
山
を
選
び
登
っ
た
。
梅
棹
先

生
た
ち
は
視
点
を
変
え
て
新
し
く
山
城
三
十
山
を
選

び
な
お
し
た
。
部
員
は
卒
業
ま
で
全
山
完
登
を
目
指

し
た
。
そ
し
て
「
山
城
三
十
山
記
」
と
題
し
て
上
下

二
巻
の
報
告
書
を
ガ
リ
版
刷
で
出
版
し
た
。

　

一
九
九
〇
年
Ｊ
Ａ
Ｃ
京
都
支
部
員
の
大
槻
雅
弘

が
京
都
府
の
資
料
館
で
こ
れ
を
見
付
け
た
。
支
部

は
こ
れ
に
よ
る
山
行
を
行
事
と
し
て
取
り
あ
げ
た
。

一
九
九
二
年
新
春
の
登
山
は
愛
宕
山
だ
っ
た
。
報
告

は
私
が
指
名
さ
れ
た
。
改
め
て
山
城
三
十
山
記
を
読

ん
だ
。
愛
宕
山
の
執
筆
者
は
梅
棹
先
生
だ
っ
た
。
読

ん
で
驚
い
た
。
愛
宕
山
の
概
説
、
地
理
歴
史
、
各
登

路
解
説
、
所
要
時
間
な
ど
す
べ
て
が
引
用
で
な
く
、

自
分
で
文
献
を
調
べ
、
自
分
の
足
で
確
か
め
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
五
歳
前
後
の
少
年
た
ち
の

郷
土
の
三
十
の
山
に
傾
け
た
情
熱
が
感
じ
と
れ
る
報

告
書
だ
っ
た
。
私
は
京
都
支
部
だ
よ
り
に
、
こ
の
愛

宕
山
の
文
献
は
ま
だ
第
一
級
の
資
料
価
値
を
失
っ
て

い
な
い
と
書
い
た
。

　

新
春
登
山
の
す
ぐ
あ
と
の
一
月
七
日
、
梅
棹
先
生

に
会
っ
た
時
、
私
は
京
都
支
部
が
山
城
三
十
山
を
始

め
た
こ
と
を
話
し
た
。
先
生
は
「
ほ
う
」
と
い
う
顔

を
さ
れ
経
緯
を
知
ら
せ
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
。
私

が
「
先
生
た
ち
は
早
熟
で
し
た
ね
」
と
言
う
と
「
俺

も
そ
う
思
う
」と
答
え
ら
れ
た
。そ
し
て
本
当
は
も
っ

と
山
を
や
り
た
か
っ
た
が
身
体
を
悪
く
し
て
で
き
な

か
っ
た
と
残
念
そ
う
な
声
だ
っ
た
。
千
里
文
化
財
団

の
同
人
誌
「
千
里
眼
」
三
七
号
に
「
北
山
そ
だ
ち
」

を
投
稿
さ
れ
た
。
そ
の
最
後
に
「
山
城
三
十
山
」
は

こ
う
し
て
あ
た
ら
し
い
時
代
に
お
い
て
信
頼
で
き
る

後
継
者
を
え
た
の
で
あ
る
、
と
書
か
れ
た
。

カ
カ
ポ
・
ラ
ジ
、
挫
折
し
た
登
山
家

　

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
一
九
五
八
年
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
、

一
九
六
〇
年
ノ
シ
ャ
ッ
ク
と
初
登
頂
に
成
功
し
た

が
、
次
の
目
標
の
サ
ル
ト
ロ
・
カ
ン
リ
の
許
可
が
な

か
な
か
取
れ
な
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
の
秋
の
終
わ

り
ご
ろ
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
会
合
が
あ
り
若
手
が
招
集
さ

れ
た
。
そ
こ
に
梅
棹
先
生
が
来
ら
れ
た
。
そ
し
て
ビ

ル
マ
の
中
国
国
境
近
く
に
カ
カ
ポ
・
ラ
ジ
と
い
う

五
八
六
六
ｍ
の
山
が
あ
る
と
写
真
を
見
せ
ら
れ
た
。

山
は
高
く
は
な
い
が
そ
の
一
帯
は
調
査
さ
れ
た
こ
と

の
な
い
空
白
地
帯
で
あ
る
。
登
山
と
学
術
調
査
を
来

年
計
画
し
て
い
る
が
希
望
者
は
い
な
い
か
と
提
案
さ

れ
た
。
写
真
を
見
て
山
容
は
素
直
で
物
足
り
な
い
気

が
し
た
が
地
域
的
に
面
白
そ
う
だ
と
感
じ
た
。
思
わ

ず
手
を
あ
げ
た
。
先
生
は
ほ
っ
と
し
た
よ
う
な
顔
を

し
て
「
斎
藤
行
く
か
」
と
言
わ
れ
た
。
谷
泰
と
と
も

に
ノ
シ
ャ
ッ
ク
か
ら
帰
っ
た
ば
か
り
の
酒
井
敏
明
、

探
検
部
の
荻
野
和
彦
も
手
を
あ
げ
た
。
先
生
の
顔
を

見
て
い
る
と
新
し
い
面
白
い
こ
と
を
思
い
つ
き
、
や

り
始
め
よ
う
と
す
る
い
た
ず
ら
子
の
よ
う
に
、
だ
ん

だ
ん
い
き
い
き
と
し
て
き
た
。
学
術
関
係
の
メ
ン

バ
ー
は
大
阪
市
大
の
人
が
主
だ
っ
た
。
準
備
は
大
阪

市
大
の
一
室
で
始
め
ら
れ
た
。
部
屋
で
は
い
つ
も
ビ

ル
マ
語
の
レ
コ
ー
ド
が
耳
な
ら
し
に
廻
っ
て
い
た
。

　

残
念
な
が
ら
こ
の
計
画
は
ビ
ル
マ
政
府
の
許
可
が

お
り
ず
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
し
実
現
し
て

先
生
と
一
緒
に
行
動
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
か
ら
の
私

の
山
行
に
対
す
る
考
え
方
、
態
度
が
か
な
り
違
っ
て

い
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
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梅
棹
先
生
は
「
挫
折
し
た
登
山
家
」
と
い
う
題

で
「
山
を
た
の
し
む
」
の
最
初
の
終
生
登
山
家
、
序

に
か
え
て
の
な
か
に
一
文
が
あ
る
。「
カ
カ
ポ
・
ラ

ジ
計
画
を
実
行
に
う
つ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
た

し
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
つ
づ
く
高
峰
群
の
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ

シ
ョ
ン
の
隊
長
と
し
て
、
国
際
的
な
登
山
史
の
な
か

に
名
を
の
こ
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
登
山

家
と
し
て
の
経
歴
は
こ
こ
で
一
頓
挫
を
き
た
し
た
の

で
あ
る
。」
と
口
惜
し
さ
が
ほ
と
ば
し
る
よ
う
に
書

い
て
お
ら
れ
る
。

白
頭
山
縦
断

　

一
九
四
〇
年
の
夏
、
旧
制
三
高
の
学
生
、
藤
田
和

夫
、伴
豊
、梅
棹
の
三
名
は
朝
鮮
北
部
の
登
山
に
行
き
、

最
後
白
頭
山
に
登
っ
た
。
山
頂
の
神
秘
的
な
火
口
湖

天
池
か
ら
流
れ
出
る
水
は
、
す
ぐ
瀑
布
と
な
り
北
へ

向
う
。
三
名
は
こ
の
河
に
沿
い
未
踏
の
大
樹
海
の
な

か
を
、
時
計
を
失
く
し
時
は
太
陽
で
判
断
、
磁
石
を

た
よ
り
に
し
て
倒
木
を
乗
り
越
え
イ
バ
ラ
に
悩
ま
さ

れ
な
が
ら
北
へ
進
ん
だ
。
約
四
〇
㎞
を
三
日
で
突
破

で
き
る
と
予
想
し
た
の
だ
が
、
食
糧
が
つ
き
か
け
る

寸
前
の
六
日
目
に
麓
の
二
道
白
河
に
辿
り
つ
い
た
。

そ
れ
ま
で
の
地
図
は
天
池
か
ら
流
出
す
る
河
は
三
道

白
河
と
な
っ
て
い
た
が
、
二
道
白
河
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
。
こ
れ
で
第
二
松
花
江
の
源
流
の
確
認
者

の
地
理
学
上
の
栄
誉
を
得
ら
れ
た
。
こ
の
報
告
は「
白

頭
山
の
青
春
」
の
題
で
一
九
九
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
九
年
の
秋
、私
は
中
国
側
か
ら
長
白
山（
白

頭
山
）
に
行
く
機
会
が
あ
っ
た
。
梅
棹
先
生
た
ち
が

辿
り
着
か
れ
た
時
は
二
軒
の
民
家
と
守
備
隊
の
小
屋

し
か
な
か
っ
た
二
道
白
河
は
、
長
白
山
の
登
山
基
地

と
な
り
人
口
六
万
の
街
に
変
貌
し
て
い
た
。
街
か
ら

長
白
山
に
向
っ
て
坦
々
と
し
た
舗
装
道
路
が
、
先
生

た
ち
が
苦
闘
さ
れ
た
樹
海
の
な
か
を
、
二
道
白
河
に

沿
っ
て
通
じ
て
い
る
。
バ
ス
か
ら
四
輪
駆
動
車
に
乗

り
つ
ぎ
終
点
の
広
場
に
着
く
。
そ
こ
か
ら
一
五
分
ほ

ど
登
る
と
二
六
七
〇
ｍ
の
天
文
峰
で
あ
る
。
澄
ん

だ
深
い
青
藍
色
の
水
を
た
た
え
た
天
池
を
見
下
す
。

荒
々
し
い
赤
褐
色
の
火
口
の
岩
壁
、
こ
の
対
比
に
梅

棹
先
生
は
こ
の
世
の
も
の
と
思
え
ぬ
デ
モ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
（
悪
魔
的
）
な
景
観
と
興
奮
さ
れ
た
よ
う
だ
。

私
は
こ
れ
を
見
な
が
ら
梅
棹
先
生
が
山
と
共
に
未
知

の
土
地
へ
の
探
検
へ
と
深
く
進
ま
れ
る
原
点
に
白
頭

山
縦
断
山
行
が
あ
っ
た
と
確
信
し
た
。

梅
棹
忠
夫
著
作
集　

山
と
旅
の
月
報

　

一
九
九
〇
年
代
の
前
半
に
中
央
公
論
社
か
ら
梅
棹

忠
夫
著
作
集
二
二
巻
が
出
版
さ
れ
た
。
第
一
六
巻

の
「
山
と
旅
」
の
附
録
の
月
報
に
光
栄
に
も
私
に
も

執
筆
依
頼
が
き
た
。
私
は
そ
の
時
、
日
中
合
同
ナ
ム

チ
ャ
バ
ロ
ワ
峰
登
山
隊
に
参
加
の
た
め
準
備
に
追
わ

れ
て
い
た
。
そ
れ
で
Ｂ
Ｃ
で
書
く
こ
と
に
し
た
。
Ｂ

Ｃ
の
テ
ン
ト
に
坐
っ
て
先
生
と
の
交
流
の
思
い
出
を

書
い
た
。
Ｂ
Ｃ
に
は
後
援
の
読
売
新
聞
の
報
道
班
が

い
て
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
あ
っ
た
。
書
き
あ
げ
て
原
稿
を
民
博

に
送
っ
た
。
翌
日
だ
っ
た
と
思
う
が
三
ヶ
所
ほ
ど
訂

正
の
指
示
の
あ
る
原
稿
が
Ｆ
Ａ
Ｘ
さ
れ
て
き
た
。
訂

正
し
て
送
る
と
ま
た
一
ヶ
所
訂
正
指
示
の
原
稿
が
き

た
。
梅
棹
先
生
が
秘
書
の
人
に
読
ん
で
も
ら
い
訂
正

す
る
所
を
指
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
最
後
に
送
っ
た

原
稿
の
文
尾
に
「
ナ
ム
チ
ャ
バ
ロ
ワ
峰
登
山
隊
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ
に
て
記
」
と
書
い
た
。
五
日
間
ほ
ど
上

方
で
悪
天
候
と
雪
に
苦
闘
し
て
い
る
隊
の
無
線
を
聞

き
な
が
ら
、
原
稿
に
か
か
り
き
り
だ
っ
た
。
ま
た
と

な
い
思
い
出
に
な
る
経
験
だ
っ
た
。
そ
の
月
報
の
執

筆
者
は
私
の
他
に
、
木
村
雅
昭
、
山
下
俊
彦
、
四
方

治
五
郎
の
三
氏
で
あ
っ
た
。

山
を
た
の
し
む

　

先
生
の
最
後
の
著
書
は
二
〇
〇
九
年
七
月
、
山
と

渓
谷
社
の
尽
力
で
出
版
さ
れ
た
「
山
を
た
の
し
む
」

に
な
っ
た
。
近
年
若
い
人
た
ち
の
山
や
探
検
に
対
す

る
興
味
が
薄
ら
ぎ
、
各
大
学
の
山
岳
部
、
探
検
部
の

部
員
が
激
減
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
日
本
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
系
の
学
問
を
志
す
者
も
減
少
し

て
い
る
。
先
生
は
こ
の
こ
と
に
危
機
感
を
持
っ
て
お

ら
れ
た
。
自
分
が
楽
し
ん
で
き
た
山
の
こ
と
、
す
べ

て
の
活
動
の
原
点
が
山
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
登

山
の
興
隆
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
学
問
を
志
す
若

者
の
輩
出
を
期
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
「
山
を
た
の
し
む
」
の
な
か
に
「
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の

山
の
ぼ
り
」
と
題
し
た
座
談
会
の
収
録
が
あ
る
。

二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
八
日
、
民
族
博
物
館
で
先
生

を
か
こ
み
、
平
井
一
正
、
岩
坪
五
郎
と
私
が
参
加
し

た
。
内
容
は
パ
イ
オ
ニ
ア
ー
精
神
を
軸
に
活
動
し
て

き
た
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
歴
史
と
未
来
を
語
っ
た
。
抜
群
の

記
憶
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
先
生
の
脳
力
は
体
力
の

低
下
に
伴
っ
て
か
げ
り
が
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
が

具
体
的
に
話
題
を
出
す
と
思
い
出
し
て
話
さ
れ
る
内

容
は
完
璧
で
あ
っ
た
。
坐
っ
て
お
ら
れ
る
の
に
筋
力

の
低
下
か
ら
、
ず
る
ず
る
と
滑
り
落
ち
そ
う
に
な
ら

れ
る
の
が
い
た
い
た
し
か
っ
た
。
こ
の
対
談
後
一
年

七
ヶ
月
、
本
が
出
版
さ
れ
て
丁
度
一
年
で
先
生
は
こ

の
世
を
去
ら
れ
た
。「
山
を
た
の
し
む
」
は
終
生
登

山
家
で
あ
っ
た
先
生
の
貴
重
な
遺
書
に
な
っ
た
。

　

先
生
の
御
冥
福
を
心
か
ら
祈
る
。
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登
山
家
と
し
て
の
梅
棹
忠
夫
さ
ん

	

平
井
一
正

は
じ
め
て
の
出
会
い

　

兄
貴
分
的
存
在
で
あ
り
、
多
く
の
点
で
お
世
話
に

な
っ
た
梅
棹
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
生
き
字
引
の
よ

う
に
何
で
も
昔
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
、
ま
た
鋭

い
切
り
口
の
論
説
、
批
評
な
ど
で
刺
激
を
与
え
て
も

ら
っ
た
、
先
生
の
謦
咳
に
も
う
接
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
思
う
と
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。

　

私
が
は
じ
め
て
梅
棹
さ
ん
に
会
っ
た
の
は
、

一
九
五
一
年
春
、
百
万
遍
の
か
ぎ
や
政
秋
と
い
う
喫

茶
店
の
二
階
で
あ
っ
た
。
山
岳
部
リ
ー
ダ
の
築
山
が

Ｏ
Ｂ
に
よ
び
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
疎
遠
で
あ
っ
た
先

輩
諸
氏
と
の
接
触
の
機
会
を
作
っ
た
と
き
で
あ
る
。

木
原
、
今
西
、
鈴
木
信
、
藤
平
な
ど
と
な
ら
ん
で
、

白
皙
青
年
の
梅
棹
が
い
た
。
三
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
、

額
に
ぱ
ら
り
と
か
か
る
前
髪
が
、
剣
豪
佐
々
木
小
次

郎
を
彷
彿
と
さ
せ
た
。
山
岳
部
の
報
告
を
聞
き
終

わ
っ
た
ら
、
天
気
図
に
し
ろ
そ
ん
な
こ
と
は
わ
し
ら

は
と
う
の
昔
に
や
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
。ま
だ
一
年
生
で
あ
っ
た
私
に
と
っ
て
、

先
輩
の
先
生
が
ど
れ
だ
け
え
ら
い
か
何
も
分
か
っ
て

い
な
か
っ
た
が
、
ひ
と
き
わ
梅
棹
さ
ん
だ
け
が
印
象

に
残
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
約
六
〇
年
、
時
に
ふ
れ
、
陰
に
陽
に
い

ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
っ
た
。
先
生
の
追
悼
と
し
て

知
る
限
り
の
こ
と
を
追
懐
し
て
み
る
。

登
山
家
と
し
て
の
歩
み

　

梅
棹
（
以
下
敬
称
略
）
は
京
都
一
中
か
ら
登
山

を
は
じ
め
、
同
じ
く
京
都
の
第
三
高
等
学
校
で
は

一
年
生
か
ら
み
っ
ち
り
登
山
を
た
た
き
こ
ま
れ
た
。

一
九
三
六
年
に
三
高
に
入
学
し
た
前
年
、
三
高
山
岳

部
は
御
岳
な
ど
で
遭
難
が
あ
い
つ
ぎ
、
壊
滅
状
態
で

あ
っ
た
。そ
の
再
建
の
責
を
負
っ
た
鈴
木
信
の
も
と
、

夏
に
は
、
ま
ず
南
ア
ル
プ
ス
遠
山
川
か
ら
赤
石
岳
な

ど
縦
走
、
下
山
後
す
ぐ
北
ア
ル
プ
ス
へ
転
じ
、
槍
が

岳
か
ら
薬
師
岳
へ
縦
走
し
た
。
北
ア
ル
プ
ス
と
南
ア

ル
プ
ス
を
一
夏
で
登
っ
た
わ
け
で
、
装
備
や
食
料
の

軽
い
現
在
で
も
き
び
し
い
山
行
で
あ
る
。
ま
し
て
梅

棹
は
小
学
五
年
か
ら
中
学
へ
、
中
学
四
年
か
ら
三
高

に
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
わ
ず
か
一
六
歳
で

あ
り
、
ま
だ
初
々
し
さ
の
残
る
少
年
で
あ
っ
た
。
ち

な
み
に
何
年
も
浪
人
し
て
三
高
に
入
っ
た
猛
者
が
、

あ
ん
な
子
供
と
一
緒
に
勉
強
す
る
の
か
と
嘆
い
た
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
梅
棹
少
年
が
、
山
の
よ
う
な

荷
物
を
も
っ
て
登
山
し
て
い
る
姿
を
想
像
す
る
だ
け

で
痛
々
し
く
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
。

　

夏
に
続
い
て
冬
は
ス
キ
ー
と
ア
イ
ゼ
ン
練
習
を

し
、
そ
し
て
翌
年
春
に
は
、
ス
キ
ー
を
駆
使
し
て
黒

部
源
流
に
入
り
、
薬
師
岳
、
鷲
羽
岳
、
黒
部
五
郎
岳

な
ど
周
辺
の
山
々
を
登
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
と
し
て

は
画
期
的
な
山
行
で
あ
り
、
現
在
で
も
注
目
さ
れ
る

記
録
で
あ
る
。
梅
棹
は
こ
れ
ら
の
山
行
で
大
き
な
自

信
を
も
っ
た
。
壊
滅
状
態
に
あ
っ
た
三
高
山
岳
部
も

梅
棹
ら
の
活
躍
で
よ
う
や
く
勢
い
を
と
り
も
ど
し
、

三
八
年
に
は
自
身
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
に
な
っ
て
山
岳
部

を
リ
ー
ド
し
た
。し
か
し
川
流
れ（
兎
洞
）や
転
落（
八

つ
岳
）、雪
崩
（
天
狗
原
）
な
ど
、危
険
な
目
に
も
あ
っ

て
い
る
。
梅
棹
の
そ
の
後
の
多
彩
な
活
動
は
こ
う
し

た
一
中
、
三
高
時
代
の
登
山
が
出
発
点
に
な
っ
て
い

る
。

探
検
家
と
し
て
の
歩
み

　

梅
棹
は
三
高
三
年
の
と
き
（
一
九
四
〇
年
）、
同

期
の
藤
田
和
夫
、
伴
豊
な
ど
と
と
も
に
朝
鮮
半
島
北

部
の
白
頭
山
に
登
頂
し
、
そ
れ
か
ら
、
匪
賊
が
跋
扈

す
る
北
部
の
森
林
地
帯
を
く
だ
り
、
第
二
松
花
江
源

流
が
地
図
と
異
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
す
で
に
こ

の
頃
か
ら
梅
棹
は
海
外
の
山
と
探
検
に
目
を
向
け
て

い
た
。
梅
棹
に
と
っ
て
探
検
家
と
し
て
の
大
き
な
分

岐
点
は
こ
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
登
山
を
通
し
て
未

知
へ
の
あ
こ
が
れ
が
大
き
く
な
り
、
未
知
の
領
域
の

探
検
家
と
し
て
着
実
に
歩
み
は
じ
め
た
。

　

梅
棹
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
梅
棹
を
探
検
家
に

仕
上
げ
る
べ
く
整
っ
て
い
た
。
す
で
に
一
九
三
一

年
今
西
錦
司
ら
に
よ
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
未
踏
峰
登
頂

を
目
的
と
し
た
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
（
Ａ
Ａ
Ｃ

Ｋ
）
が
設
立
さ
れ
、
カ
ブ
ル
ー
（
七
三
三
八
ｍ
）
や

Ｋ
２
（
八
六
一
一
ｍ
）
登
頂
を
目
的
と
し
た
計
画
が

生
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
戦
局
が
激
し
く
な
る
と
と

も
に
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
は
む
つ
か
し
く
な
り
、
Ａ
Ａ

Ｃ
Ｋ
は
開
店
休
業
と
な
る
。
そ
れ
に
か
わ
る
も
の
と

し
て
、
探
検
を
目
的
と
し
た
京
都
探
検
地
理
学
会
が

一
九
三
九
年
に
発
足
し
た
。
梅
棹
は
そ
の
ど
ち
ら
に

も
入
会
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
一
九
四
〇
年
冬
、
梅
棹
は
探
検
地
理
学
会

が
派
遣
し
た
東
北
樺
太
調
査
隊
に
今
西
寿
雄
ら
と
加

わ
り
、我
が
国
は
じ
め
て
の
犬
ぞ
り
の
研
究
を
す
る
。

そ
し
て
四
一
年
に
は
今
西
錦
司
隊
長
の
ポ
ナ
ペ
島
調

査
隊
に
参
加
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
者
と
し
て
訓
練

を
つ
み
、
さ
ら
に
翌
四
二
年
に
は
同
じ
く
今
西
隊
長
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ら
を
呼
び
だ
し
て
、
ア
ラ
ス
カ
な
ど
何
を
ね
ぼ
け
た

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
無
念
を
ヒ

マ
ラ
ヤ
で
果
た
さ
ず
ど
こ
で
果
た
す
の
か
、
と
怒
鳴

り
つ
け
た
。
こ
の
一
喝
が
、
そ
の
後
京
大
が
そ
れ
以

後
一
路
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め
ざ
し
た
大
き
な
分
岐
点
に

な
っ
た
。

　

梅
棹
は
若
い
人
の
話
を
き
き
、
彼
ら
を
育
て
る
の

に
熱
心
で
あ
り
、
彼
ら
の
情
熱
の
実
現
に
力
を
惜
し

ま
な
か
っ
た
。
一
九
五
〇
年
、
五
一
年
冬
に
は
信
州

蕨
平
に
て
洛
北
高
校
（
旧
京
都
一
中
）、
鴨
沂
高
校
山

岳
部
の
合
同
ス
キ
ー
合
宿
の
総
リ
ー
ダ
と
し
て
指
導

に
当
た
っ
た
。
ま
た
一
九
五
六
年
に
山
岳
部
か
ら
独

立
し
て
探
検
部
が
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
動
き
を
梅

棹
は
全
面
的
に
支
援
し
、
創
設
に
大
き
く
尽
力
し
た
。

　

さ
ら
に
一
九
六
〇
年
頃
か
ら
、
北
白
川
の
自
宅
を

開
放
し
て
、
談
論
の
場
と
し
た
。
こ
の
梅
棹
サ
ロ
ン

は
山
岳
部
や
探
検
部
な
ど
の
多
く
の
若
者
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。チ
ョ
ゴ
リ
ザ
隊
の
公
式
報
告
書
は
、

梅
棹
の
ア
イ
デ
ア
で
関
係
者
に
よ
る
座
談
会
形
式
を

と
っ
た
が
、
梅
棹
サ
ロ
ン
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
深
夜

ま
で
速
記
者
の
原
稿
に
手
を
加
え
、
巧
み
に
原
稿
に

仕
上
げ
る
の
を
身
を
も
っ
て
我
々
後
輩
に
教
え
た
。

　

人
の
偉
さ
は
そ
の
人
が
与
え
た
影
響
力
の
大
き
さ

に
よ
る
。
そ
の
意
味
で
梅
棹
は
、
登
山
家
と
し
て
も

探
検
家
と
し
て
も
、
民
族
学
者
と
し
て
も
、
ま
た
そ

の
ほ
か
多
く
の
専
門
分
野
で
も
、
常
に
時
代
の
先
を

見
通
し
、
実
践
し
た
偉
大
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う

し
た
多
く
の
知
的
領
域
に
お
け
る
業
績
は
、
そ
の
根

元
に
登
山
と
探
検
が
あ
り
、
常
に
未
知
を
求
め
て
活

躍
し
た
梅
棹
の
足
跡
は
、
ひ
と
り
の
人
間
が
な
し
え

た
最
大
級
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ら
、
私
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
隊
の
隊
長
と
し
て
募
金
す

る
と
き
に
は
、
紹
介
状
を
か
い
て
く
れ
た
り
、
よ
く

助
け
て
く
れ
た
。

　

梅
棹
は
三
高
時
代
か
ら
、
未
知
に
あ
こ
が
れ
る
探

検
家
と
同
様
登
山
家
と
し
て
の
熱
い
心
を
持
っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
タ
イ
の
学
術
調
査
で
も
最
高
峰
ド
イ

イ
ン
タ
ノ
ン
（
二
五
七
六
ｍ
）
に
登
る
な
ど
、
山
が

あ
れ
ば
登
ろ
う
と
す
る
登
山
家
で
も
あ
っ
た
。
ま
た

不
許
可
に
は
な
っ
た
が
、
一
九
六
一
年
に
は
ビ
ル
マ

の
未
踏
の
最
高
峰
カ
カ
ポ
・
ラ
ジ
（
五
八
八
一
ｍ
）

登
山
計
画
を
立
て
て
準
備
を
す
す
め
た
。
梅
棹
は
三

高
で
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
登
山
を
た
た
き
こ
ま
れ
た

た
め
に
、
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
の
を
嫌
い
、

マ
ウ
ン
テ
ニ
ア
で
あ
る
と
の
誇
り
は
捨
て
な
か
っ

た
。

　

梅
棹
は
語
る
、
山
を
知
ら
な
け
れ
ば
今
日
の
わ
た

し
は
な
か
っ
た
。
山
は
わ
た
し
の
人
生
の
ル
ー
ツ
で

あ
り
、
す
べ
て
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
、
と
。
そ
れ

だ
け
に
一
九
九
五
年
に
日
本
山
岳
会
の
名
誉
会
員
に

推
薦
さ
れ
た
と
き
は
、「
そ
れ
ま
で
に
文
化
勲
章
を

は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
賞
を
頂
い
た
が
、
こ
の
賞
が
何

よ
り
も
嬉
し
い
」
と
、
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
た
。
ま
た

二
〇
〇
二
年
国
際
山
岳
年
で
は
、
山
と
文
明
、
登
山

と
観
光
開
発
な
ど
に
つ
い
て
、
各
地
の
山
岳
関
係
者

に
請
わ
れ
て
多
く
の
講
演
を
し
た
。

後
輩
を
育
て
る

　

戦
後
ま
も
な
く
、
藤
平
、
伊
藤
ら
に
よ
っ
て
新
し

く
誕
生
し
た
京
大
山
岳
部
に
対
し
て
は
、
ど
こ
の
馬

の
骨
と
も
わ
か
ら
ん
奴
が
と
、
白
眼
視
し
て
い
た
。

そ
し
て
彼
ら
が
海
外
遠
征
の
手
始
め
と
し
て
、
ア
ラ

ス
カ
に
行
く
計
画
を
し
て
い
る
と
聞
い
た
梅
棹
は
彼

の
も
と
北
部
大
興
安
嶺
探
検
隊
隊
員
と
し
て
、
地
球

上
最
後
の
地
図
の
白
色
地
域
の
探
検
に
成
功
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
経
験
を
通
し
て
、
梅
棹
は
未
知
の
世

界
の
探
求
に
ま
す
ま
す
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
。
そ

し
て
大
学
を
卒
業
し
た
四
四
年
五
月
か
ら
張
家
口
の

西
北
研
究
所
で
遊
牧
民
の
研
究
を
し
て
い
る
。
新
婚

ま
も
な
い
夫
人
も
同
行
し
た
が
、
現
地
で
敗
戦
を
む

か
え
、
戦
後
の
混
乱
期
の
引
き
上
げ
に
苦
労
し
て
、

京
都
に
帰
っ
た
の
は
四
六
年
で
あ
っ
た
。

登
山
家
と
し
て
の
熱
い
血

　

敗
戦
と
と
も
に
京
都
探
検
地
理
学
会
は
解
散
し
、

そ
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
し
て
五
一
年
京
大
に
生
物

誌
研
究
会
（
略
称
Ｆ
Ｆ
）
が
誕
生
す
る
。
そ
し
て
Ｆ

Ｆ
か
ら
申
請
し
た
マ
ナ
ス
ル
登
山
が
、
西
堀
栄
三
郎

の
努
力
に
よ
っ
て
ネ
パ
ー
ル
政
府
か
ら
許
可
さ
れ

た
。
し
か
し
計
画
の
推
進
役
今
西
錦
司
は
、
そ
の
規

模
か
ら
考
え
て
そ
の
許
可
を
日
本
山
岳
会
に
移
譲
し

た
。
登
山
家
と
自
負
し
て
い
た
梅
棹
は
、
当
然
こ
の

マ
ナ
ス
ル
計
画
に
参
加
す
る
つ
も
り
で
、
準
備
を
は

じ
め
た
が
、
肺
結
核
を
患
い
療
養
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
マ
ナ
ス
ル
登
山
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。

　

登
山
は
あ
き
ら
め
た
が
、
病
か
ら
回
復
し
た
梅
棹

は
一
九
五
五
年
の
京
都
大
学
カ
ラ
コ
ル
ム
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
学
術
探
検
隊
に
参
加
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
東

南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
な
ど
多
く
の

学
術
探
検
を
行
っ
た
。

　

梅
棹
は
、
登
山
と
探
検
の
分
野
で
広
範
囲
に
活
動

し
て
い
る
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
に
は
好
感
を
持
っ
て
い
て
、
よ

く
相
談
に
の
っ
て
く
れ
た
。「
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
団
結
鉄

よ
り
も
固
く
、
人
情
紙
よ
り
薄
し
や
」
と
い
い
な
が
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梅
棹
忠
夫
先
生
を
偲
ぶ

	

大
貫
良
夫

　

一
九
六
八
年
の
頃
だ
と
思
う
。
私
は
東
京
大
学
文

化
人
類
学
教
室
の
助
手
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
主
任

の
泉
靖
一
先
生
か
ら
赤
坂
の
中
華
料
理
屋
で
会
合
が

あ
る
か
ら
一
緒
に
出
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
。
丸

テ
ー
ブ
ル
に
い
た
の
が
誰
だ
っ
た
か
記
憶
が
あ
い
ま

い
だ
が
、
岡
本
太
郎
さ
ん
が
座
の
中
心
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
横
に
梅
棹
先
生
、
そ
の
隣
だ
っ
た
か
に

太
っ
た
人
物
が
居
て
人
類
の
進
化
と
か
文
化
と
か
い

ろ
い
ろ
と
関
西
弁
で
よ
く
し
ゃ
べ
る
人
が
居
た
。
あ

と
で
聞
い
た
ら
そ
れ
が
小
松
左
京
さ
ん
だ
っ
た
。
泉

先
生
も
交
え
て
の
話
は
、
大
阪
万
博
で
政
府
館
の
企

画
は
岡
本
さ
ん
が
担
当
す
る
、
世
界
の
神
像
と
仮
面

を
た
く
さ
ん
展
示
し
た
い
、
つ
い
て
は
文
化
人
類
学

の
研
究
者
に
収
集
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
収
集
品
は
の
ち
に
作
る
こ
と
に
な

る
国
立
民
族
学
博
物
館
の
資
料
に
な
る
約
束
が
で
き

た
。
梅
棹
先
生
の
お
話
を
親
し
く
聞
く
の
は
そ
の
と

き
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
山
口
昌
男
さ
ん
が
こ
の
と

き
以
後
の
泉
・
梅
棹
両
先
生
を
「
東
西
の
両
手
配
師
」

と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
契
機
で
あ
っ
た
。
大
阪
万
博
は

一
九
七
〇
年
に
開
催
さ
れ
、
そ
の
終
了
後
間
も
な
く

し
て
泉
先
生
が
急
逝
さ
れ
た
。
そ
し
て
開
設
さ
れ
た

民
博
準
備
室
は
梅
棹
先
生
が
室
長
と
し
て
精
力
的
に

力
を
揮
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

万
博
に
関
連
し
て
は
名
鉄
す
な
わ
ち
名
古
屋
鉄
道

株
式
会
社
も
関
心
を
持
っ
て
い
て
、
終
了
後
各
国
の

パ
ビ
リ
オ
ン
を
犬
山
に
移
築
し
て
「
リ
ト
ル
ワ
ー
ル

ド
」
と
い
う
世
界
文
化
の
博
物
館
に
し
た
い
と
い
う

意
向
で
、
泉
先
生
に
相
談
に
来
て
い
た
。
ス
ミ
ソ
ニ

ア
ン
自
然
史
博
物
館
に
居
た
経
験
を
買
わ
れ
て
私
が

会
合
に
呼
ば
れ
、
何
を
言
っ
た
か
覚
え
て
い
な
い
が

あ
れ
こ
れ
と
生
意
気
な
意
見
を
述
べ
た
の
で
あ
ろ

う
、
名
鉄
は
博
物
館
計
画
の
た
め
に
私
を
雇
い
た

い
と
言
っ
て
き
た
。
泉
先
生
の
後
押
し
を
頼
り
に

一
九
七
〇
年
六
月
私
は
名
鉄
の
社
員
に
な
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
年
の
一
一
月
泉
先
生
が
急
逝
し
た
。

　

困
惑
し
て
い
た
私
に
後
任
に
は
江
上
波
夫
先
生
は

ど
う
か
と
生
物
学
者
の
宮
地
伝
三
郎
先
生
が
言
わ
れ

た
。
日
本
モ
ン
キ
ー
セ
ン
タ
ー
の
関
係
で
宮
地
先
生

は
名
鉄
と
の
縁
が
深
か
っ
た
。
私
は
京
都
に
梅
棹
先

生
を
お
訪
ね
し
た
。
先
生
は
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
計
画

に
も
深
い
関
心
を
お
持
ち
で
、
江
上
先
生
を
中
心
に

進
め
る
方
向
を
積
極
的
に
支
持
さ
れ
た
。
話
の
終
わ

り
頃
石
毛
直
道
さ
ん
を
お
呼
び
に
な
っ
た
。
私
を
慰

労
せ
よ
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
石
毛
さ
ん
は

バ
イ
ク
の
後
ろ
に
私
を
乗
せ
、
魚
屋
に
寄
っ
て
魚
を

買
い
、
ご
自
宅
で
手
料
理
を
振
舞
っ
て
く
れ
た
。

　

民
博
準
備
室
が
開
設
さ
れ
、
梅
棹
先
生
を
中
心
に

展
示
企
画
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
年
に
何
回
か
、
モ

ノ
レ
ー
ル
の
駅
に
近
い
プ
レ
ハ
ブ
の
建
物
で
会
合
が

開
か
れ
た
。
梅
棹
先
生
の
推
薦
で
私
は
委
員
の
一
人

と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
ま
た
小
松
左
京
さ
ん
と

も
一
緒
に
な
っ
た
。
民
博
側
の
研
究
者
と
外
部
の
専

門
家
に
よ
っ
て
具
体
的
な
展
示
構
想
を
ま
と
め
る
と

い
う
の
が
委
員
会
の
役
割
で
、
先
の
小
松
左
京
さ
ん

の
ほ
か
川
添
登
、
黒
川
紀
章
そ
の
他
錚
々
た
る
顔
ぶ

れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
委
員
会
を
通
じ
て
私
は
梅
棹
先

生
の
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
や
視
点
そ
し
て
感
性
と

い
っ
た
も
の
を
直
接
的
に
見
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
れ
は
今
思
う
と
得
が
た
く
貴
重
な
経
験
で

あ
っ
た
。

　

民
博
の
建
築
図
面
で
は
収
蔵
庫
が
広
く
取
っ
て

あ
っ
た
。「
ま
だ
所
蔵
す
る
資
料
も
少
な
い
し
、
こ

ん
な
に
は
必
要
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
質
問
に
対

し
て
、
梅
棹
先
生
が
言
う
に
は
「
広
い
空
間
が
余
っ

て
い
る
、
こ
れ
を
埋
め
て
な
い
の
は
仕
事
を
し
て
い

な
い
か
ら
だ
と
感
じ
て
、
収
集
品
を
増
や
す
努
力
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
狭
い
と
す
ぐ
い
っ
ぱ
い
に
な
っ

て
、
集
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
弱
く
な
る
」
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

定
期
刊
行
物
の
種
類
も
一
機
関
に
し
て
は
は
じ
め

か
ら
多
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
で
も
こ
ん
な
風
に
言
わ

れ
た
。「
こ
う
い
う
計
画
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
編
集

員
会
を
設
け
る
と
、
な
ん
と
し
て
も
期
日
ま
で
に
原

稿
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
誰
か

に
書
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
研
究
者
の

書
く
論
文
の
数
が
増
え
る
。
民
族
学
の
研
究
者
は

ほ
っ
て
お
い
た
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
に
ば
か
り
出
か
け

よ
っ
て
論
文
な
ど
書
か
へ
ん
の
や
」。
そ
の
頃
何
か

の
雑
誌
に
経
済
の
話
が
出
て
い
て
、
需
要
が
生
ま
れ

る
の
を
待
っ
て
供
給
す
べ
き
も
の
を
生
産
す
る
と
い

う
の
で
は
だ
め
で
、
そ
の
生
産
物
へ
の
需
要
は
供
給

側
が
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
か
い
う

主
張
が
述
べ
て
あ
り
、
な
る
ほ
ど
と
感
心
し
た
の
だ

が
、
先
生
の
方
針
は
そ
れ
と
相
通
じ
て
ま
す
ね
と
言

う
と
、「
そ
う
や
、
そ
う
い
う
こ
と
や
」
と
に
ん
ま

り
と
さ
れ
た
。

　

民
博
が
開
館
し
て
梅
棹
先
生
は
正
式
に
館
長
に
就

任
さ
れ
た
。
し
ば
ら
く
は
展
示
企
画
委
員
会
が
存
続

し
た
が
、
や
が
て
解
散
に
な
っ
た
。
私
の
ほ
う
は
そ

の
後
運
営
協
議
員
に
も
な
り
、
ま
た
共
同
研
究
員
と
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し
て
も
、
民
博
を
し
ば
し
ば
訪
れ
た
。
会
議
の
後
に

館
長
室
で
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
雑
談
を
し
た
も
の
だ

が
、そ
れ
は
楽
し
い
時
間
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
縁
で
、

今
度
は
「
文
明
学
の
構
築
を
め
ざ
し
て
」
と
い
う
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
か
れ
た
。
事
前
に
い
く
つ
か
の
議

論
の
録
音
テ
ー
プ
や
レ
ジ
ュ
メ
が
パ
ネ
リ
ス
ト
に
は

渡
さ
れ
て
い
た
。「
文
明
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方

で
私
は
先
生
と
考
え
を
異
に
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
と

刺
激
さ
れ
る
討
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
の

司
会
が
ま
た
も
や
小
松
さ
ん
だ
っ
た
。

　

お
会
い
す
る
た
び
に
感
心
し
た
の
だ
が
、
先
生
は

い
つ
も
静
か
で
落
ち
着
い
て
い
た
。
あ
わ
て
る
姿
や

大
げ
さ
な
身
振
り
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
民
博
館
長

と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
と
悩
み
や
苦
労
が
あ
っ
て
腹
の

立
つ
こ
と
、
投
げ
出
し
た
く
な
る
こ
と
な
ど
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
そ
う
い
う
と
き
は
ど
う

し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
み
た
か
っ
た
。
こ

ち
ら
の
想
像
や
予
想
と
違
う
返
事
が
返
っ
て
く
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
そ
れ
が
梅
棹
先
生
と
話
し
を
す

る
と
き
の
楽
し
み
だ
っ
た
。

　

数
年
前
の
大
阪
の
ホ
テ
ル
で
の
お
祝
い
の
会
が
梅

棹
先
生
に
お
会
い
す
る
最
後
の
機
会
と
な
っ
た
。
お

そ
ら
く
も
う
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
内

心
で
は
覚
悟
し
た
。
そ
し
て
昨
年
に
先
生
の
訃
報
を

聞
い
た
。ま
も
な
く
私
は
ペ
ル
ー
に
出
か
け
た
。山
々

を
見
は
る
か
す
遺
跡
に
立
っ
て
、
先
生
を
ア
ン
デ
ス

古
代
の
遺
跡
に
ご
案
内
し
、
感
想
を
お
聞
き
す
る
こ

と
の
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
た
。
あ
の
声
、
独

特
の
語
り
口
、
あ
の
笑
顔
、
そ
し
て
い
つ
も
き
ら
き

ら
と
輝
い
て
い
た
目
、
人
の
話
に
よ
く
耳
を
傾
け
て

い
た
姿
勢
な
ど
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
の
師

の
一
人
で
あ
る
。

（
東
大
山
の
会
、
日
本
山
岳
会
会
員
、　　
　

	

野
外
民
族
博
物
館
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
館
長
）

ル
は
新
聞
記
者
時
代
、
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
草
原
の
取
材

か
ら
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
は
ど
こ
に
眠
っ
て
い
る
か
、

モ
ン
ゴ
ル
、
日
本
の
学
者
た
ち
と
探
索
す
る
仕
事
を

企
画
し
た
こ
と
が
あ
り
、参
加
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

種
々
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
。
チ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て

は
、
河
口
慧
海
と
同
時
代
、
チ
ベ
ッ
ト
を
目
指
し
て

帰
ら
な
か
っ
た
東
本
願
寺
の
学
僧
、
能
海
寛
（
の
う

み
・
ゆ
た
か
）
の
縁
で
あ
る
。
島
根
県
の
故
郷
で
「
能

海
寛
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
た
波
佐
文
化
協
会
が
サ

ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
を
受
賞
し
た
際
、
能
海
の
評

伝
を
書
い
た
者
と
し
て
会
場
に
駆
け
つ
け
、
審
査
員

で
あ
っ
た
梅
棹
さ
ん
に
ご
挨
拶
し
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
出
会
い
の
末
、「
国
際
山
岳
年
」
を
き
っ

か
け
に
、梅
棹
忠
夫
さ
ん
と
の
縁
が
深
ま
っ
た
の
は
、

ま
こ
と
に
嬉
し
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

梅
棹
さ
ん
の
近
著
『
山
を
た
の
し
む
』（
山
と
渓

谷
社
）
の
冒
頭
に
、「
終
生
登
山
家
―
序
に
か
え
て
」

と
い
う
文
章
が
あ
る
。

　

ご
存
知
の
通
り
、「
梅
棹
忠
夫
著
作
集
」（
中
央
公

論
社　

全
二
十
二
巻
）
の
文
章
の
多
く
は
、
京
都
か

ら
千
里
に
居
を
移
し
、「
千
里
眼
」
と
い
う
地
域
同

人
雑
誌
を
つ
く
り
、
そ
こ
に
「
好
き
な
こ
と
を
、
好

き
な
と
き
に
、
好
き
な
だ
け
書
い
た
」
こ
と
の
成
果

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
書
き
た
い
も
の
が
な
く
、
書

き
た
い
気
も
お
こ
ら
な
い
」
状
態
と
な
っ
た
、
と
い

う
。
し
か
し
あ
る
年
、
転
機
が
来
た
。

　
《
し
ば
ら
く
書
か
な
い
で
い
た
の
だ
が
「
国
際
山

岳
年
」
を
機
に
山
と
の
縁
が
切
れ
な
い
で
い
る
自
分

に
気
づ
い
た
。
わ
が
人
生
に
と
っ
て
山
と
は
何
か
。

自
分
と
山
と
の
か
か
わ
り
を
あ
ら
た
め
て
か
ん
が
え

な
お
し
て
、
そ
れ
を
文
章
に
し
た
…
》

　

二
〇
〇
二
年
と
い
う
年
は
、
山
好
き
の
人
間
た
ち

「
国
際
山
岳
年
」
と 

一
五
才
の
『
山
城
三
十
山
記
』

	

江
本
嘉
伸

　

日
本
人
の
探
検
、
冒
険
の
記
録
を
残
そ
う
、
と
地

平
線
会
議
と
い
う
活
動
を
始
め
て
三
二
年
に
な
る
。

一
九
七
九
年
九
月
を
第
一
回
と
し
て
毎
月
欠
か
さ
ず

開
い
て
い
る
「
地
平
線
報
告
会
」
と
い
う
集
ま
り
は
、

二
〇
一
一
年
一
月
二
八
日
、
関
野
吉
晴
氏
の
「
家

船
（
パ
レ
）
に
生
ま
れ
て
海
に
眠
る
」
で
三
八
一
回

を
数
え
た
。
携
帯
電
話
を
手
に
し
た
、「
バ
ジ
ャ
ウ
」

と
呼
ば
れ
る
漂
海
民
の
最
新
報
告
で
あ
る
。
地
球
を

舞
台
に
活
動
す
る
挑
戦
者
た
ち
の
行
動
に
注
目
し
、

そ
の
軌
跡
を
追
っ
て
い
る
の
だ
が
、
先
達
の
足
跡
、

そ
の
行
動
、
思
考
に
啓
発
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
大

き
い
。
発
足
当
初
毎
年
出
し
て
い
た
探
検
・
冒
険
年

報
『
地
平
線
か
ら　

一
九
八
一
』
で
は
、座
談
会
「
地

平
線
を
夢
見
る
若
者
た
ち
へ
―
今
西
錦
司
さ
ん
に
聞

く
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。

　

当
然
、
梅
棹
忠
夫
さ
ん
も
全
力
で
分
け
入
っ
て
何

か
を
盗
み
取
り
た
い
、
偉
大
な
山
脈
で
あ
っ
た
が
、

視
力
を
な
く
さ
れ
て
無
理
を
お
願
い
し
に
く
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
梅
棹
さ
ん
に
は
、
ふ
り

か
え
っ
て
み
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
山
、

と
三
つ
の
世
界
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
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る
い
は
そ
の
他
の
書
籍
で
調
べ
た
も
の
が
大
変
多
い

よ
う
で
あ
る
が
、
山
へ
行
く
人
は
こ
の
よ
う
な
態
度

が
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
単
に
山
へ
漫
然
と
登

り
漫
然
と
下
る
の
で
は
真
の
山
の
楽
し
み
は
わ
か
ら

ぬ
」

　
「
こ
の
よ
う
な
学
問
的
研
究
的
な
態
度
で
あ
っ
て

こ
そ
山
の
楽
し
さ
は
う
ん
と
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。実
に
山
は
一
大
総
合
科
学
研
究
所
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
研
究
所
で
、
も
っ
と
う
ん
と
お
互
い
に
山
を
研

究
し
、
知
識
を
増
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」。

　

昭
和
一
〇
年
七
月
三
日
、
梅
棹
さ
ん
一
五
才
の
時

の
文
章
。
こ
こ
に
「
国
際
山
岳
年
」
の
精
神
の
ひ
と

つ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。

　

大
阪
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
後
、
梅
棹
さ
ん
が
会

場
の
お
と
な
た
ち
に
向
け
て
何
度
も
強
調
し
た
こ
と

が
あ
る
。

　
「
み
な
さ
ん
に
、
ぜ
ひ
と
も
申
し
上
げ
た
い
。
子

ど
も
た
ち
を
山
へ
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
体
育
の
問
題

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
日
本
の
科
学
の
問
題
な
ん
で

す
。」
自
身
が
山
に
学
ん
だ
少
年
時
代
を
思
い
起
こ

し
つ
つ
自
然
界
で
の
体
験
が
い
か
に
大
切
か
を
繰
り

返
し
た
の
だ
。
何
か
遺
言
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
た
。

　

冒
頭
に
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ
た
、
毎
月
の
「
地
平

線
報
告
会
」
に
は
時
に
は
親
と
と
も
に
小
学
生
も
中

学
生
も
参
加
す
る
。
七
六
年
前
、
北
山
小
屋
で
梅
棹

少
年
の
心
に
と
も
っ
た
灯
を
及
ば
ず
な
が
ら
、
絶
や

さ
ず
伝
え
て
ゆ
け
れ
ば
、
と
願
う
。

（
東
京
外
国
語
大
学
山
岳
会
、
日
本
山
岳

会
会
員
、
地
平
線
会
議
代
表
世
話
人
）

だ
け
で
な
く
、
日
本
と
い
う
国
の
未
来
に
と
っ
て
、

大
事
な
一
年
で
あ
っ
た
。「
国
際
山
岳
年
」。
世
界
が

お
そ
ら
く
歴
史
上
初
め
て
合
意
し
て
定
め
た
「
山
の

年
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

世
界
七
二
の
国
々
に
国
内
委
員
会
が
発
足
し
、
日

本
で
も
〇
一
年
一
一
月
、
登
山
家
の
田
部
井
淳
子
氏

を
委
員
長
に
、
登
山
組
織
の
代
表
と
、
地
理
、
植
物
、

森
林
な
ど
の
学
術
代
表
を
委
員
と
し
て
「
国
際
山
岳

年
日
本
委
員
会
」
を
組
織
し
、
前
後
四
年
に
わ
た
っ

て
仕
事
を
し
た
。
そ
の
際
、
北
大
の
小
野
有
五
教
授

の
縁
で
特
別
顧
問
の
ひ
と
り
と
し
て
お
願
い
し
た
の

が
、
梅
棹
さ
ん
で
あ
る
。

　

日
本
委
員
会
事
務
局
長
を
お
お
せ
つ
か
っ
た
筆
者

は
当
時
、
何
度
も
千
里
に
通
っ
た
。
山
を
語
る
時
の

梅
棹
さ
ん
の
生
き
生
き
と
し
た
表
情
、
口
調
が
今
も

懐
か
し
い
。
と
り
わ
け
中
学
時
代
の
京
都
・
北
山
小

屋
で
の
体
験
を
語
る
時
は
、
き
の
う
の
こ
と
を
話
す

か
の
よ
う
に
楽
し
げ
で
、
聞
い
て
い
る
こ
ち
ら
が
わ

く
わ
く
し
た
。

　

二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
六
日
に
は
、朝
日
新
聞
社
、

国
際
山
岳
年
日
本
委
員
会
が
共
同
主
催
し
た
大
阪
で

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
山
と
の
出
あ
い
─
百
名
山
が
問

い
か
け
る
も
の
」
で
講
演
を
お
願
い
し
た
。
朝
日
新

聞
に
特
集
記
事
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
日
本
委
員
会
公

式
報
告
書
『
我
ら
皆
、
山
の
民
』
に
全
文
採
録
さ
れ

た
そ
の
内
容
は
、
前
述
し
た
『
山
を
た
の
し
む
』
に

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
講
演
の
際
、
聞
き
役
と
な
っ
た
筆
者
は
、
最

後
に
若
き
日
の
梅
棹
さ
ん
が
書
い
た
文
章
を
読
み
上

げ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。ガ
リ
版
刷
り
の
手
書
き
文
集
、

『
山
城
三
十
山
記
』。
そ
の
編
集
後
記
で
あ
る
。

　
「
こ
の
三
十
山
記
を
書
く
に
当
た
っ
て
図
書
館
あ

梅
棹
先
生
と
泉
先
生

	

鹿
野
勝
彦

　

梅
棹
先
生
を
偲
ぶ
文
を
寄
せ
て
ほ
し
い
と
の
依
頼

を
頂
い
た
が
、
私
の
場
合
、
梅
棹
先
生
の
思
い
出
は
、

そ
の
ま
ま
直
接
の
恩
師
で
あ
る
泉
靖
一
先
生
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
は
じ
め
て
梅
棹
先
生
に
お
会
い
し
た

の
も
、
両
先
生
が
編
集
委
員
を
し
て
お
ら
れ
た
『
朝

日
講
座
・
探
検
と
冒
険
』
の
会
議
に
泉
先
生
の
助
手

と
し
て
陪
席
し
た
一
九
七
〇
年
夏
の
こ
と
で
、
私
は

東
大
文
化
人
類
学
研
究
室
の
大
学
院
生
だ
っ
た
の
だ

が
、
日
本
山
岳
会
の
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
隊
か
ら
も
ど
っ

た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
ん
な
こ
と
も
梅
棹
先
生
は
記

憶
に
留
め
て
下
さ
っ
た
よ
う
だ
。

　

当
時
、
お
二
人
は
万
博
テ
ー
マ
館
の
展
示
資
料
収

集
を
終
え
、
国
立
民
族
学
研
究
博
物
館
と
名
古
屋
鉄
道

が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
る
人
間
博
物
館
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド

と
い
う
、
壮
大
な
二
つ
の
博
物
館
構
想
の
具
体
化
に
取

り
組
ん
で
お
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
年
の
一
一
月
、
泉

先
生
は
急
逝
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
民
博
は
梅
棹
先
生
が

中
心
と
な
っ
て
、
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
も
江
上
波
夫
先
生

が
後
を
引
き
つ
ぐ
こ
と
で
、
開
設
に
こ
ぎ
つ
け
る
わ
け

だ
が
、
私
自
身
は
『
探
検
と
冒
険
』
の
残
務
を
終
え
た

あ
と
し
ば
ら
く
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
登
山
や
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
で
出
か
け
る
こ
と
が
多
く
、
梅
棹
先
生
と
の

接
点
も
無
く
な
っ
て
い
た
。

　

再
び
先
生
と
お
目
に
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
一
九
七
五
年
に
私
が
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
の
ス

タ
ッ
フ
に
採
用
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
リ
ト
ル
ワ
ー
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ル
ド
は
財
団
法
人
と
い
う
組
織
形
態
を
と
っ
て
い
た

が
、
財
団
設
立
の
当
初
か
ら
先
生
は
理
事
と
し
て
、

そ
の
運
営
に
か
か
わ
っ
て
お
ら
れ
た
。「
そ
う
か
。

あ
ん
た
が
こ
こ
へ
来
た
ん
か
。
そ
ら
、よ
か
っ
た
な
」

理
事
会
の
席
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に
声
を
か
け
て
頂
い

た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
こ
れ
は

泉
先
生
の
仕
事
な
の
だ
、
し
っ
か
り
や
れ
、
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

実
際
に
博
物
館
と
し
て
の
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
が
開

館
し
た
の
は
一
九
八
三
年
三
月
だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら

さ
ら
に
八
年
後
に
な
る
。
そ
の
間
、
先
生
ば
か
り
で

な
く
、民
博
の
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
に
も
、リ
ト
ル
ワ
ー

ル
ド
は
な
に
か
と
お
世
話
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

背
景
に
は
、
や
は
り
盟
友
泉
靖
一
の
手
が
け
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
よ
り
よ
い
形
で
完
成
さ
せ
た
い
、
と
い

う
、
先
生
の
意
思
が
働
い
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
の
こ

と
は
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
開
館
の
直
前
に
『
月
刊
み
ん

ぱ
く
』
の
「
館
長
対
談
」
に
呼
ん
で
頂
い
た
と
き
の

言
葉
の
は
し
ば
し
か
ら
も
、
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
と
き
、
若
気
の
至
り
と
い
う
か
、
私
は
民
博

の
あ
り
か
た
な
ど
に
つ
い
て
も
随
分
生
意
気
な
発
言

を
し
た
の
だ
が
、
先
生
は
終
始
温
顔
で
聞
き
流
し
て

下
さ
っ
た
。
す
で
に
大
人
の
風
格
を
漂
わ
せ
て
お
ら

れ
た
の
だ
が
、
当
時
の
先
生
は
、
実
は
今
の
私
の
年

齢
よ
り
五
歳
も
下
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る

と
、
改
め
て
汗
顔
の
至
り
で
は
あ
る
。

　

対
談
で
は
、
私
個
人
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
で
の
山
登
り
の

こ
と
も
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
が
、
誌
面
に
は
掲
載

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
、
私
の
経
歴
の
細
部
ま

で
把
握
し
て
お
ら
れ
る
の
に
は
驚
い
た
。
私
に
限
ら

ず
、『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
「
館
長
対
談
」
の
相
手

に
関
し
て
は
、
先
生
一
流
の
周
到
な
情
報
収
集
を
な

さ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
を
使
え
ば
ひ
と
と

お
り
の
情
報
は
容
易
に
手
に
入
る
現
在
と
事
情
が
全

く
異
な
る
、
三
〇
年
近
く
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　

私
が
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
へ
行
っ
た
と
き
に
は
、
博
士

課
程
進
学
の
た
め
の
口
述
試
験
の
日
程
を
一
カ
月
ほ

ど
繰
り
あ
げ
て
ま
で
支
援
し
て
下
さ
っ
た
泉
先
生

を
、「
あ
ま
い
教
官
や
な
」
と
笑
い
な
が
ら
、「
い
い

か
え
れ
ば
、
か
れ
自
身
に
、
そ
れ
だ
け
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ

の
憧
憬
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
ろ
な
」、「
わ
た
し

は
ほ
ぼ
同
世
代
や
か
ら
、
か
れ
の
心
情
は
い
た
い
ほ

ど
よ
く
わ
か
る
」
と
も
言
わ
れ
た
。
私
自
身
は
、
実

は
泉
先
生
ご
自
身
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
の
思
い
を
、
直
接

う
か
が
っ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
を
識
っ
た
の
は
、

期
せ
ず
し
て
遺
書
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
『
遥
か
な
山

や
ま
』
の
内
容
と
、梅
棹
先
生
の
八
〇
枚
に
も
及
ぶ
、

「
泉
靖
一
の
山
と
探
検
論
」と
い
う
べ
き「
あ
と
が
き
」

な
ど
か
ら
だ
。「
と
こ
ろ
で
、
次
は
ど
こ
へ
行
く
ん

や
」、「
来
年
、
カ
ン
チ
ェ
ン
ジ
ュ
ン
ガ
を
縦
走
す
る

準
備
を
し
て
ま
す
」、「
そ
う
か
、
カ
ン
チ
か
。
そ
ら
、

え
え
な
」
対
談
を
終
え
て
席
を
立
つ
際
に
、
そ
ん
な

や
り
と
り
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
梅
棹
先
生
と
は
何
か
の
会
合
で
ご
あ
い

さ
つ
す
る
程
度
で
、
ゆ
っ
く
り
お
話
を
す
る
機
会
も

な
い
ま
ま
、
時
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
が
、
二
〇
〇
九

年
夏
に
先
生
の
『
山
を
た
の
し
む
』
が
刊
行
さ
れ
、

そ
の
書
評
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
冒
頭
に
お
か
れ

た
「
終
生
登
山
家
―
序
に
か
え
て
」
の
部
分
で
、
私

は
虚
を
衝
か
れ
る
思
い
を
し
た
。先
生
は
自
ら
を「
挫

折
し
た
登
山
家
」
と
規
定
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
。
私

な
ど
か
ら
見
れ
ば
、「
挫
折
」
な
ど
と
は
ま
る
で
縁

の
な
い
生
き
方
を
し
て
こ
ら
れ
た
は
ず
の
先
生
が
、

こ
と
山
登
り
に
関
し
て
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て

お
ら
れ
た
の
か
。
あ
の
と
き
の
「
い
た
い
ほ
ど
よ
く

わ
か
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
、
あ
ら
た
め
て
身

に
沁
み
た
。

　

だ
が
、
そ
の
「
挫
折
」
こ
そ
が
、
分
野
・
領
域
を

超
え
て
新
し
い
境
地
を
切
り
拓
い
て
ゆ
か
れ
た
両
先

生
の
原
点
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
先

生
方
の
世
代
に
と
っ
て
は
遥
か
な
憧
憬
の
対
象
で

あ
っ
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
は
、
私
達
に
は
目
の
前
の
リ
ア
ル

な
目
標
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
旅
立
と
う
と
す
る

私
達
の
背
中
を
、
と
き
に
力
強
く
、
と
き
に
は
さ
り

げ
な
く
押
し
て
送
り
出
し
て
下
さ
っ
た
の
も
、
両
先

生
を
筆
頭
と
す
る
世
代
の
方
々
だ
っ
た
。

　

そ
の
意
思
を
私
達
は
ど
れ
だ
け
受
け
と
め
、
あ
る

い
は
引
き
継
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
あ
ん
た
ら
が

し
っ
か
り
せ
ん
と
、
あ
か
ん
」、
そ
う
叱
咤
さ
れ
た

思
い
で
、『
山
を
た
の
し
む
』を
読
み
終
え
た
の
だ
が
、

先
生
の
訃
報
を
聞
き
、
そ
の
感
を
さ
ら
に
強
く
し
て

い
る
。

	

（
東
大
山
の
会
、
日
本
山
岳
会
会
員
、	

小
松
短
期
大
学
長
）

〝
不
肖
の
弟
子
”
と
し
て 

梅
棹
先
生
を
偲
ぶ

	

本
多
勝
一

　

去
年
七
月
六
日
午
後
。梅
棹
忠
夫
先
生
が
逝
去
と
、

『
週
刊
金
曜
日
』
編
集
部
か
ら
電
話
。
テ
レ
ビ
を
見

て
い
て
知
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
つ
づ
い
て
二
、三

の
探
検
部
Ｏ
Ｂ
か
ら
も
電
話
。

　

そ
う
か
。
梅
棹
先
生
も
つ
い
に

4

4

4

か
。
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電
話
を
き
っ
て
書
斎
の
椅い

子す

に
そ
の
ま
ま
す
わ
っ

て
い
る
と
、
学
生
時
代
や
そ
れ
以
後
も
含
め
て
、
先

生
の
ご
自
宅
で
朝
ま
で
語
り
あ
か
し
た
り
、
ス
キ
ー

に
ご
一
緒
し
た
り
の
と
き
の
風
景
や
面
影
な
ど
が
、

数
十
年
を
経
て
無
秩
序
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
し

た
。

「
つ
い
に
」
と
い
う
の
は
、
梅
棹
先
生
は
六
六
歳
で

失
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
講
演
・
対
談
は
も
ち

ろ
ん
随
筆
や
評
論
ま
で
も
著

あ
ら
わ
し
つ
づ
け
て
二
十
余
年

も
活
動
し
て
こ
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
事
実
と
し
て

九
〇
歳
で
ご
逝
去
に
な
る
ほ
ん
の
一
年
前
の
一
昨
年

七
月
、先
生
は『
山
を
た
の
し
む
』と
い
う
新
刊
を「
山

と
溪
谷
社
」
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
探

検
部
Ｏ
Ｂ
を
中
心
に
同
年
八
月
二
〇
日
、
こ
の
本
の

出
版
記
念
会
を
大
阪
の
千
里
阪
急
ホ
テ
ル
で
開
き
ま

し
た
。
想
え
ば
こ
れ
は
、
去
年
亡
く
な
ら
れ
る
一
〇

カ
月
ほ
ど
前
に
当
た
る
わ
け
で
す
。
記
念
会
の
冒
頭

で
挨
拶
を
さ
せ
ら
れ
て
、
話
が
ヘ
タ
な
私
は
困
り
ま

し
た
が
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。

失
明
後
も
精
力
的
な
活
動
を
展
開

　

梅
棹
忠
夫
先
生
に
お
世
話
に
な
っ
た
年
月
や
仕
事

上
の
ご
恩
に
つ
い
て
語
れ
ば
キ
リ
の
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
先
生
か
ら
私
が
最
も
強
い
影

響
を
う
け
た
部
分
に
し
ぼ
っ
て
話
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。

　

本
日
の
集
り
に
は
京
大
探
検
部
の
Ｏ
Ｂ
や
関
係
者

が
多
い
わ
け
で
す
が
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
で
梅
棹
先
生
の
影
響
を
う
け
て
い
る
筈

で
す
。
私
の
場
合
、
そ
れ
は
『
日
本
語
の
作
文
技

術
』
で
し
た
。
最
初
こ
れ
は
講
義
と
し
て
朝
日
カ
ル

チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
や
っ
た
の
が
一
九
七
四
年
で
す

か
ら
、
も
う
三
五
年
も
前
に
な
り
ま
す
。
こ
の
講
義

は
朝
日
新
聞
社
か
ら
一
九
七
六
年
に
単
行
本
で
刊
行

さ
れ
、
そ
の
第
二
三
刷
の
あ
と
か
ら
は
文
庫
版
に

な
っ
て
、
そ
れ
も
現
在
第
三
九
刷
に
な
り
ま
し
た
。

ほ
ぼ
毎
年
一
万
部
ず
つ
の
増
刷
で
す
。

　

一
方
で
は
老
眼
世
代
か
ら
「
や
は
り
活
字
の
大
き

い
普
通
の
本
を
」
と
い
う
声
が
出
て
、
そ
れ
に
応
ず

る
か
た
ち
で
講
談
社
か
ら
四
年
前
に
ま
た
「
フ
ツ
ー

の
」
単
行
本
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
講
談
社
版
の

「
は
じ
め
に
」（
序
文
）
か
ら
、
梅
棹
先
生
の
影
響
が

大
き
い
こ
と
に
ふ
れ
た
部
分
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。学
校
教
育
の
授
業
で
は
、教
科
書
に
文
法
は
あ
っ

て
も
作
文
「
技
術
」
は
な
く
、
そ
れ
を
個
人
的
に
教

え
て
く
れ
る
先
生
も
い
な
か
っ
た
こ
と
の
あ
と
で
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
─

〈
と
こ
ろ
が
、
大
学
生
の
と
き
に
特
殊
な
か
た
ち
で

文
章
技
術
の
一
部
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
日
本
語
だ
の
外
国
語
だ
の
と
い
っ
た
授

業
で
は
な
く
て
、ク
ラ
ブ
活
動
に
関
連
し
て
で
し
た
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
私
た
ち
が
全
国

で
初
め
て
創
設
し
た
「
探
検
部
」（
京
大
）
に
は
顧

問
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
先
生
が
五
、六
人
い
た
わ

け
で
す
が
、
そ
の
一
人
に
梅
棹
忠
夫
氏
（
の
ち
の
国

立
民
族
学
博
物
館
館
長
）
が
い
ま
し
た
。
梅
棹
氏
は

探
検
歴
の
豊
富
な
方
で
す
し
、
大
学
の
す
ぐ
近
く
に

自
宅
も
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
よ
く
お

宅
を
訪
ね
て
、
時
に
は
夜
明
け
ま
で
議
論
し
た
り
雑

談
し
た
り
し
て
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
雑
多
な
話
題

の
中
に
、
文
章
技
術
だ
の
ロ
ー
マ
字
論
だ
の
日
本
語

論
だ
の
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
私
の
『
日
本
語

の
作
文
技
術
』
の
中
に
は
、
も
と
を
た
ぐ
れ
ば
そ
の

こ
ろ
の
梅
棹
サ
ロ
ン
に
い
き
つ
く
部
分
が
か
な
り
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
考
え
て
み
れ
ば
当
時
の
梅
棹
氏

は
私
の
い
た
大
学
の
先
生
で
は
な
く
、
大
阪
市
立
大

学
の
助
教
授
で
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
あ
く

ま
で
ク
ラ
ブ
活
動
で
の
顧
問
で
す
か
ら
、
大
学
で
教

え
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。と
な
り
ま
す
と
、

や
は
り
私
は
「
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
」
一
貫
し
て

「
作
文
技
術
」
は
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
う
見
て
き
ま
す
と
、
む
し
ろ
本
当
の
作
文

技
術
を
教
え
て
い
る
の
は
、
日
本
語
教
育
の
分
野
で

は
反
主
流
か
非
主
流
の
人
た
ち
で
は
な
い
か
と
言
え

そ
う
で
す
。
そ
う
い
え
ば
梅
棹
忠
夫
氏
に
し
て
も
、

い
わ
ば
〝
正
統
派
”
た
る
「
国
語
学
」
畑
の
出
自
で

は
全
然
な
く
、
無
関
係
と
も
い
え
る
理
科
系
の
ご
出

身
で
し
た
ね
。（
私
も
理
科
系
で
し
た
が
。）

　

今
回
あ
ら
た
め
て
前
記
『
日
本
語
の
作
文
技
術
』

で
梅
棹
先
生
の
お
名
前
を
調
べ
て
み
る
と
五
カ
所
に

出
て
い
ま
し
た
。
先
生
の
影
響
は
歴
然
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
の
本
は
朝
日
新
聞
社
の
文
庫
版
や
元

の
単
行
本
、
講
談
社
の
単
行
本
、
さ
ら
に
中
学
生
版

や
著
作
集
版
も
加
え
ま
す
と
、
全
部
で
は
一
〇
〇
万

部
近
く
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
な
り
ま
す

と
、
梅
棹
先
生
の
ほ
う
に
ま
さ
に
「
足
を
向
け
て
寝

ら
れ
な
い
」
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
ご
恩
は
学
生
時

代
以
来
ず
っ
と
受
け
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
ね
。
今
夜
お
集
ま
り
の
諸
氏
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
で
ご
恩
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
梅
棹
先
生
が
、
六
六
歳
で
突
然
視
力

を
喪
失
さ
れ
た
と
き
は
、
私
も
お
見
舞
に
参
上
し
た

も
の
の
、
言
葉
に
あ
ら
わ
せ
な
い
ほ
ど
の
驚
き
と
、

見
え
ぬ
原
因
へ
の
怒
り
を
覚
え
ま
し
た
。
あ
ま
り
に

多
才
な
「
知
の
狩
人
」
に
、
カ
ム
イ
（
神
）
が
嫉し

っ

妬と
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し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
先
生
は
、
そ
の
ま
ま
大
冊
の
著

作
集
全
二
二
巻
を
完
結
さ
せ
、
最
近
は
浩こ
う

瀚か
ん

な
著
作

目
録
さ
え
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
今
回
の
『
山

を
た
の
し
む
』
で
す
。
そ
の
衰
え
を
知
ら
ぬ
創
作
力

に
は
、
視
力
喪
失
の
と
き
と
は
逆
の
意
味
で
大
き
な

驚
き
を
覚
え
、
か
つ
そ
の
〝
筆
力
”
に
も
感
嘆
せ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。

　

本
日
は
か
く
な
る
梅
棹
先
生
の
新
刊
を
祝
し
、
同

時
に
か
わ
ら
ぬ
ご
健
康
を
願
っ
て
、
そ
れ
で
は
皆
さ

ん
、
乾
杯
！
〉		

ギ
リ
シ
ア
時
代
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
学
派
を
連
想

　

冒
頭
の
「
つ
い
に
」
に
も
ど
れ
ば
、
よ
り
大
き
な

意
味
と
し
て
、
小
学
生
以
来
で
す
と
大
学
ま
で
の

二
〇
年
間
に
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
が
た
の
な
か

で
、
自
分
の
生
涯
に
最
も
深
く
て
強
い
影
響
を
及
ぼ

し
て
下
さ
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
先
生
も
つ
い
に

4

4

4

と
い

う
感
慨
で
も
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
世
代
は
旧
制
中
学
と
新
制
高
校
の
あ
わ

せ
て
六
年
間
お
な
じ
学
校
に
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ

の
間
に
は
強
い
影
響
を
う
け
な
が
ら
反
発
し
た
り
憎

ん
だ
り
し
た
先
生
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
大
学
時
代

は
梅
棹
先
生
に
ひ
た
す
ら
教
え
ら
れ
る
ば
か
り
、
そ

れ
も
「
学
問
」
だ
の
「
人
格
」
だ
の
と
い
っ
た
〝
高

度
な
”
レ
ベ
ル
の
領
域
だ
け
で
な
く
、
じ
つ
に
何
も

か
も
の
話
題
に
よ
る
雑
談
・
雑
学
で
し
た
。
ち
ょ
っ

と
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
そ
の
学
派
を
連

想
し
ま
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
中
に
「
作
文
技
術
」
も

あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
の

話
や
議
論
で
は
全
然
な
く
、
時
間
的
に
も
あ
る
夜
は

そ
の
部
分
が
二
〇
分
か
ら
三
〇
分
、
別
の
夜
は
一
時

間
か
ら
二
時
間
と
い
っ
た
気
ま
ま
な
雑
談
で
し
た
。

　

そ
も
そ
も
の
発
端
か
ら
言
え
ば
、
私
は
信
州
・
飯

田
高
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
で
生
物
班
と
山
岳
班
に
い
ま

し
た
。
で
す
か
ら
高
校
で
講
演
を
聞
い
て
感
銘
を
受

け
た
遺
伝
学
者
・
木
原
均
教
授
の
い
る
京
大
の
農

林
生
物
学
科
を
受
験
し
て
、
入
学
す
る
や
一
回
生

か
ら
山
岳
部
に
も
は
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が

一
九
五
四
年
、
こ
れ
は
京
大
カ
ラ
コ
ル
ム=

ヒ
ン

ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
の
出
る
前
年
で
し
た
。

　

梅
棹
忠
夫
先
生
に
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
こ

の
探
検
隊
に
加
わ
っ
て
い
た
先
生
が
帰
国
さ
れ
た
直

後
の
一
九
五
五
年
一
一
月
二
六
日
夜
、
私
が
二
回
生

の
と
き
で
す
。
前
述
『
旅
立
ち
の
記
』
の
28
章
「
ヒ

マ
ラ
ヤ
計
画
の
推
進
」
か
ら
引
用
す
れ
ば

─
「（
ヒ

マ
ラ
ヤ
）
計
画
を
部
の
行
事
に
移
し
た
と
た
ん
に
一

部
若
手
Ｏ
Ｂ
か
ら
出
は
じ
め
て
い
た
反
対
論
に
い
ら

つ
い
て
い
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
と
き
の
梅
棹

氏
の
意
見
に
は
ま
こ
と
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
も
の
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
岩
村
教
授
の
い
う
『
若
者
が
ど
ん

ど
ん
海
外
に
出
て
体
験
を
つ
む
こ
と
自
体
が
重
要
』

と
す
る
考
え
か
た
、
要
す
る
に
『
出
る
こ
と
自
体
に

意
味
が
あ
る
』
こ
と
を
さ
ら
に
熱
心
に
説
い
た
も
の

で
、
こ
の
こ
ろ
梅
棹
助
教
授
が
語
っ
た
言
葉
を
連
絡

ノ
ー
ト
や
私
個
人
の
メ
モ
か
ら
引
用
し
よ
う
。

『
…
…
い
ず
れ
に
せ
よ
、
来
年
の
計
画
は
ぜ
ひ
実
現

す
る
こ
と
だ
。
問
題
は
山
に
登
る
こ
と
よ
り
も
、							

〈
外
国
旅
行
法
〉
の
経
験
を
つ
む
こ
と
に
あ
る
。
日

本
に
ひ
と
り
で
も
多
く
そ
の
よ
う
な
経
験
者
が
増
す

こ
と
が
大
切
な
の
だ
。（
中
略
）
国
を
出
る
こ
と
だ

け
が
主テ
ー
マ題
で
あ
っ
て
も
い
い
。
否
、
出
る
こ
と
が
問

題
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
者
が
出
な
い
限
り
、
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
次
の
第
二
ス
テ
ッ
プ
を
出
せ
る
も
の

で
は
な
い
。
山
で
い
え
ば
、
八
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

級
に
行
き
う
る
実
力
が
つ
く
ま
で
出
な
い
の
で
は
、

八
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
は
永
久
に
登
れ
な
い
。
探
検

も
全
く
同
じ
こ
と
、
…
…
』」

　

梅
棹
先
生
の
こ
の
〝
扇
動
”
こ
そ
が
、
以
後
の
私

た
ち
若
手
山
岳
部
員
の
ガ
ム
シ
ャ
ラ
な
前
進
の
柱
と

な
り
、
か
つ
ま
だ
海
外
旅
行
が
自
由
化
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
一
九
五
六
年
当
時
の
日
本
で
、
新
し
く
「
探

検
部
」
を
創
設
し
て
ま
で
出
国
す
る
に
至
る
源
泉
と

も
な
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
か
。

幅
広
く
夜
明
け
ま
で
語
り
つ
づ
け
る
こ
と
さ
え

　

そ
し
て
、「
一
部
若
手
Ｏ
Ｂ
か
ら
出
は
じ
め
て
い

た
反
対
論
に
い
ら
つ
い
て
い
た
私
た
ち
」（
前
述
）

に
関
し
て
も
、
梅
棹
先
生
の
助
言
は
「
そ
ん
な
Ｏ
Ｂ

な
ん
か
と
は
訣け

つ
べ
つ別
せ
よ
」
で
し
た
。
や
は
り
『
旅

立
ち
の
記
』
か
ら
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

─

「
い
っ
た
い
、
な
ぜ
『
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
（
京
大
学
士
山
岳

会
＝
Ｏ
Ｂ
の
組
織
）
が
バ
ッ
ク
に
な
ら
な
け
れ
ば

expedition

が
で
き
な
い
』
な
ん
て
言
わ
せ
て
お
く

の
か
。
ど
こ
に
そ
ん
な
根
拠
が
あ
る
の
だ
。
そ
の
観

念
は
す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま
え
」

　

結
局
は
そ
の
結
果
が
、
山
岳
部
Ｏ
Ｂ
と
の
関
係
の

面
倒
く
さ
さ
も
手
伝
っ
て
、
現
役
が
探
検
家
Ｏ
Ｂ
と

の
絆

き
ず
な
を
太
く
す
る
方
向
へ
と
動
き
、
ま
ず
は
「
探
検

講
座
」
を
開
き
ま
す
。『
旅
立
ち
の
記
』
か
ら
部
分

を
引
用
し
ま
す
と

─

「
二
回
生
を
中
心
と
す
る
海
外
遠
征
推
進
派
は
、
今

西
錦
司
先
生
を
中
心
と
す
る
探
険
家
た
ち
の
協
力
を

得
て
、（
一
九
五
六
年
）
一
月
二
〇
日
か
ら
週
一
回

の
『
第
一
回
探
検
講
座
』
を
五
週
に
わ
た
っ
て
主
催

し
た
。
講
師
と
テ
ー
マ
は
今
西
錦
司
（
イ
ン
ト
ロ
ダ
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ク
シ
ョ
ン
）・
中
尾
佐
助
（
資
料
写
真
）・
川
喜
田
二

郎
（
フ
ィ
ー
ル
ド=

ノ
ー
ト
）・
桑
原
武
夫
（
探
検

と
国
際
関
係
）・
梅
棹
忠
夫
（
異
民
族
と
の
接
触
）・

藤
田
和
夫
（
探
検
の
準
備
）」

　

こ
う
し
た
講
師
陣
た
ち
、
と
り
わ
け
今
西
・
梅
棹
・

川
喜
田
と
い
っ
た
先
生
方
は
大
学
か
ら
家
が
近
い
せ

い
も
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
三
、四
人
か
ら
多
い
と
き

は
七
、八
人
も
で
夜
た
ず
ね
て
は
、
夜
明
け
ま
で
語

り
つ
づ
け
る
こ
と
さ
え
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

夫
人
が
よ
く
夜
食
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

想
え
ば
、小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
全
教
育
期
間
・

全
教
育
機
関
を
通
じ
て
、
こ
の
「
探
検
講
座
」
や
先

生
方
の
自
宅
で
の
語
ら
い
ほ
ど
真
の
意
味
で
勉
強
に

な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
探
検
や
学
術

調
査
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
か
ら
具
体
的
方
法
論

に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
よ
り
広
く
「
も
の

の
考
え
か
た
」
や
人
生
哲
学
に
も
及
び
、
と
く
に
梅

棹
先
生
の
家
で
は
話
題
も
ロ
ー
マ
字
論
か
ら
文
章

論
・
文
明
論
・
国
際
語
論
な
ど
、
い
つ
も
き
り

4

4

も
な

く
間
口
の
広
い
内
容
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
情
況

─
せ
ま
い
意
味
で
は
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
派
Ｏ
Ｂ
と
の
路
線
の
ち
が
い
、
広
い
意
味
で

は
探
検
の
潮
流
の
台
頭
が
す
す
む
う
ち
に
、
ス
ポ
ー

ツ
団
体
と
し
て
の
山
岳
部
と
全
く
無
関
係
な
新
し
い

文
化
団
体
を
結
成
す
る
ほ
う
が
、
な
に
か
と
実
現
し

や
す
い
と
い
う
確
信
を
私
た
ち
は
抱
く
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

そ
の
結
果
、一
九
五
六
年
三
月
二
日
午
後
六
時
半
、

第
一
回
探
検
講
座
の
最
終
会
。
講
師
を
つ
と
め
た
五

人
の
ほ
か
サ
ル
学
の
新
鋭
た
る
伊
谷
純
一
郎
氏
も
は

い
り
、
他
方
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
派
の
若
手
Ｏ
Ｂ
と
現
役

山
岳
部
員
も
加
わ
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
こ
の
探
検
講

座
を
今
後
発
展
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
議
論

し
ま
し
た
。

日
本
の
大
学
で
は
最
初
の
探
検
部
を
創
立

　

ま
ず
梅
棹
先
生
が
、
五
週
間
に
わ
た
っ
た
講
座
の

し
め
く
く
り
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
学
生
時
代
の
海

外
遠
征
の
経
過
を
解
説
し
ま
す
。
吉
良
竜
夫
氏
な
ど

も
ふ
く
め
た
五
人
に
今
西
先
生
を
加
え
て
「
ベ
ン
ゼ

ン
核
」
と
称
し
、
初
の
海
外
舞
台
と
し
て
ポ
ナ
ペ
島

（
一
九
四
一
年
）
に
行
く
ま
で
の
苦
心
談
で
す
。
そ

し
て
（
旧
制
）
三
高
山
岳
部
の
中
で
生
ま
れ
た
探
検

派
と
し
て
の
ベ
ン
ゼ
ン
核
が
、
発
展
し
て
本
当
に
海

外
探
検
に
出
る
ま
で
の
様
子
は
、
奇
妙
と
い
う
か
一

種
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
私
た
ち
が
現
に
ぶ
つ
か
っ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
も
な
っ
て

い
る
の
で
す
。〔
ひ
と
こ
と
注
釈
し
て
お
き
ま
す
と
、

梅
棹
氏
ら
の
世
代
が
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
探
検
部

の
学
生
・
ジ
ノ=

ワ
ト
キ
ン
ス
（
極
地
探
検
の
リ
ー

ダ
ー
を
何
回
も
つ
と
め
た
が
二
五
歳
で
遭
難
死
）
を

夢
想
し
て
い
た
よ
う
に
、
私
た
ち
に
は
梅
棹
氏
ら
の

学
生
時
代
の
『
大
興
安
嶺
探
検
』（
一
九
四
二
年
）

が
具
体
的
憧
憬
の
姿
で
し
た
。〕

　

梅
棹
先
生
の
話
が
一
時
間
余
り
つ
づ
い
た
あ
と
、

今
後
の
問
題
に
移
り
ま
し
た
。
こ
の
探
検
講
座
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
…
…

以
下
は
ま
た
『
旅
立
ち
の
記
』
か
ら

─

「
議
論
は
次
第
に
探
検
部
独
立
案
に
傾
き
、
ア
ル
ピ

ニ
ズ
ム
派
Ｏ
Ｂ
か
ら
の
反
対
論
も
激
し
か
っ
た
。
長

い
討
論
の
末
、
結
局
は
路
線
の
ち
が
い
が
確
認
さ

れ
、
午
後
九
時
半
に
な
っ
て
次
の
よ
う
な
結
論
に
達

し
た
。

─
『
た
が
い
に
了
解
の
上
で
以
後
二
つ
の

部
が
存
在
す
れ
ば
よ
い
。
登
山
を
主
と
す
る
山
岳
部

1956 年 3 月 2日夜 10 時、学生文化団体「京大探検部」が発足したときの記念写真。前列に座っている顧問団は左
から伊谷純一郎・藤田和夫・梅棹忠夫・今西錦司・川喜田二郎・中尾佐助（本多は右上の隅で暗く顔だけ写っている）
京大楽友会館にて
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と
、
探
検
を
主
と
す
る
探
検
部
と
。
も
は
や
こ
れ
以

上
論
議
の
余
地
な
し
。』」

　

名
称
も
あ
っ
さ
り
「
探
検
部
」
と
し
て
、
新
し
い

文
化
団
体
な
の
で
直
ち
に
大
学
当
局
へ
申
請
す
る
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。午
後
一
〇
時
、記
念
写
真
を
と
っ

て
解
散
。
こ
の
と
き
山
岳
部
か
ら
分
封
し
て
探
検
部

員
と
な
っ
た
の
は
一
一
人
。
初
代
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
は

五
回
生
の
高
谷
好
一
、
顧
問
は
今
西
先
生
以
下
の
探

検
講
座
講
師
陣
五
人
。

　

日
本
で
は
最
初
の
大
学
探
検
部
と
な
り
ま
し
た

が
、世
界
で
は
イ
ギ
リ
ス
（
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
）

に
先
例
が
あ
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
ロ
ン
ド
ン

大
学
で
は
私
た
ち
と
同
じ
く
こ
の
年（
一
九
五
六
年
）

に
創
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
梅
棹
先
生

に
は
探
検
部
創
立
の
当
初
か
ら
中
核
的
役
割
を
担
っ

て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
三
カ
月
後
に
は
、
創
設

さ
れ
た
ば
か
り
の
探
検
部
か
ら
、
戦
後
日
本
で
初
の

現
役
学
生
に
よ
る
探
検
隊
が
二
隊
出
発
し
ま
す
。
そ

の
一
隊
（
パ
キ
ス
タ
ン
の
ヒ
ン
ズ
ー
ラ
ー
ジ
）
に
私

も
加
わ
り
ま
し
た
。

助
言
を
実
行
し
た
『
極
限
の
民
族
』
取
材

　

新
聞
社
に
私
が
就
職
し
て
以
後
も
梅
棹
先
生
と
の

交
流
は
つ
づ
き
、
札
幌
（
朝
日
新
聞
北
海
道
支
社
）

に
い
た
こ
ろ
は
先
生
が
北
海
道
に
き
た
と
き
拙
宅
で

夕
食
を
共
に
で
き
た
し
、
東
京
に
転
任
し
て
か
ら
も

同
様
で
し
た
。
逆
に
私
も
家
族
づ
れ
で
京
都
の
梅
棹

家
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
長
男
は
小
学
生
で

し
た
が
二
男
は
幼
稚
園
児
か
、
と
も
か
く
夏
休
み
中

の
こ
と
で
し
た
。
お
連
れ
合
い
の
淳
子
さ
ん
が
「
と

り
鍋
」
の
夕
食
と
し
て
ト
リ
と
大
根
の
水
だ
き
を
ご

馳
走
し
て
く
れ
た
も
の
で
す
。

　

梅
棹
先
生
に
仕
事
上
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
の

は
、
私
に
と
っ
て
最
初
の
海
外
で
の
大
仕
事
と
な
っ

た
一
九
六
三
年
の
「
カ
ナ
ダ=

エ
ス
キ
モ
ー
」
取

材
で
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
聞
連
載
の
あ
と

一
九
八
一
年
に
文
庫
版
（
朝
日
文
庫
）
に
な
っ
た
さ

い
、
梅
棹
先
生
が
九
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
解
説
を
書
い

て
下
さ
っ
た
中
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
り
ま
す
。

─
「
一
九
六
三
年
の
春
、
わ
た
し
が
ア
フ
リ
カ
学
術
調

査
の
準
備
に
い
そ
が
し
く
し
て
い
た
こ
ろ
、
か
れ
は

京
都
の
わ
た
し
の
家
に
や
っ
て
き
て
、
エ
ス
キ
モ
ー

や
る
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
が
ほ
し
い
と
い
っ
た
。
そ
の

と
き
わ
た
し
は
、
ど
ん
な
内
容
の
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ

た
か
、
す
っ
か
り
わ
す
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
か
れ
は

克
明
な
ノ
ー
ト
を
つ
く
っ
て
い
て
、
の
ち
に
そ
れ
を

く
わ
し
く
し
る
し
て
い
る
。（『
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
の
方

法
』
朝
日
文
庫
）。
そ
の
後
か
れ
の
仕
事
ぶ
り
を
み

る
と
、
わ
た
し
の
い
っ
た
こ
と
を
ま
こ
と
に
忠
実
に

実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

　

こ
れ
は
私
が
就
職
後
し
ば
ら
く
し
た
こ
ろ
、
先
生

の
〝
弟
子
”
と
称
し
て
よ
ろ
し
い
か
と
承
認
を
求
め

た
こ
と
と
関
連
し
ま
す
。
右
の
解
説
か
ら
も
う
一
カ

所
引
用
し
ま
す
と

─
「
わ
た
し
は
い
ま
の
職
（
国

立
民
族
学
博
物
館
長
）
に
う
つ
る
ま
え
は
、
京
都
大

学
の
教
授
を
し
て
い
た
が
、
人
文
科
学
研
究
所
の
所

属
で
あ
っ
た
か
ら
、
学
生
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

講
義
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
部
の
教
授
の

よ
う
な
意
味
で
の
〝
弟
子
”
は
ひ
と
り
も
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
、
本
多
勝
一
が
京
都
大
学
に
入
学

し
て
き
た
こ
ろ
は
、
わ
た
し
は
大
阪
市
立
大
学
に
籍

が
あ
っ
て
、
や
は
り
制
度
的
な
意
味
で
は
、
か
れ
と

は
師
弟
関
係
に
は
な
い
。
か
れ
が
、
実
質
的
に
わ
た

し
に
弟
子
入
り
し
て
く
る
の
は
、
だ
か
ら
制
度
外
の

と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
る
。」

　

そ
の
「
制
度
外
」
が
探
検
部
顧
問
で
あ
り
、
先
生

の
ご
自
宅
で
の
語
ら
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
の
ち
に

先
生
の
代
表
的
論
文
と
し
て
〝
一
世
を
風ふ

う

靡び

”
し
た

か
の
よ
う
な
「
文
明
の
生
態
史
観
」
の
類
も
、
そ
ん

な
語
ら
い
の
中
で
す
で
に
片へ
ん
げ
ん
せ
き
ご

言
隻
語
の
顔
を
出
し
て

い
た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
私
は
、「
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
高
地
人
」だ
の「
ア

ラ
ビ
ア
遊
牧
民
」
だ
の
の
『
極
限
の
民
族
』
シ
リ
ー

ズ
の
後
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
舞
台
と
す
る
『
戦
場
の

村
』
と
か
、
南
京
大
虐
殺
だ
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
大
虐
殺

だ
の
が
取
材
対
象
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
か
ら
、
直

接
的
に
梅
棹
先
生
と
の
仕
事
上
の
交
流
に
及
ぶ
こ
と

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
取
材
の
方
法
や
基
本
的

も
の
の
考
え
方
に
は
、
学
生
時
代
の
先
生
の
影
響
が

陰
に
陽
に
つ
づ
い
て
い
ま
し
た
。

　

小
学
生
以
来
で
は
、
ク
ラ
ブ
活
動
そ
の
他
も
含
め

て
お
せ
わ
に
な
っ
た
先
生
は
一
〇
〇
人
を
優
に
超
え

る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
中
で
わ
が
生
涯
を
つ
う
じ
て

仕
事
上
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、「
基
本
的
も
の
の
考
え

方
」
に
ま
で
最
も
影
響
さ
れ
、
お
せ
わ
に
も
な
っ
た

の
は
梅
棹
先
生
だ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

梅
棹
忠
夫
先
生
、
ほ
ん
と
う
に
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

探
検
家
梅
棹
忠
夫
先
生
の
光
彩

	

沖
津
文
雄

　

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
赤
い
布
製
の
バ
ッ
グ
を
肩
に
か
け
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梅
棹
先
生
が
西
部
構
内
に
現
れ
た
、
前
髪
が
少
し
ゆ

れ
、
下
向
き
か
げ
ん
で
は
あ
る
が
、
鋭
い
目
つ
き
が

印
象
的
で
あ
っ
た
。
先
生
が
カ
ラ
コ
ル
ム
・
ヒ
ン

ズ
ー
ク
シ
探
検
か
ら
帰
国
さ
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ

ろ
う
、
赤
い
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
バ
ッ
グ
は
現
地
で
手
に

入
れ
ら
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
先
生
と
の
初
対

面
で
あ
り
、
そ
の
後
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
先

生
に
接
す
る
機
会
は
多
か
っ
た
。
卒
業
後
私
は
海
外

勤
務
が
続
き
、
先
生
が
国
立
民
俗
学
博
物
館
を
立
ち

上
げ
、
さ
ら
に
数
々
の
ご
活
躍
を
な
さ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
お
姿
に
接
す
る
機
会
は
残
念
な
が
ら
持
つ

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
記
す
の
は
こ
の
短

い
期
間
で
の
私
に
と
っ
て
の
梅
棹
忠
夫
で
あ
る
。

　

私
は
一
九
五
五
年
に
理
学
部
入
学
、
そ
の
年
に
山

岳
部
に
入
部
し
た
。
カ
ラ
コ
ル
ム
・
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ

探
検
隊
は
こ
の
年
に
現
地
活
動
を
行
っ
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ

Ｋ
の
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
遠
征
は
そ
の
前
で
あ
っ
た
。
今

西
錦
司
氏
な
ど
多
く
の
方
が
京
都
を
離
れ
て
い
た
の

で
、
京
都
は
静
か
な
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
先
輩
の
遠

征
が
学
生
た
ち
を
刺
激
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
年
に
入
学
し
、
宇
治
分
校
で
過
ご
し
て

い
た
新
入
生
に
は
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
は
あ
ま
り

伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

一
九
五
六
年
の
年
初
か
ら
探
検
講
座
が
は
じ
ま
っ

た
。
今
西
錦
司
氏
、
桑
原
武
夫
氏
な
ど
の
長
老
か
ら

中
尾
佐
助
氏
、
藤
田
和
夫
氏
、
川
喜
田
二
郎
氏
な
ど

の
講
師
連
の
中
で
、
こ
の
講
座
を
リ
ー
ド
し
た
の
は

梅
棹
先
生
だ
っ
た
。
と
く
に
講
座
が
終
了
し
、
議
論

が
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
及
ぶ
と
、
探
検
部
と
し
て

独
立
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
も
梅
棹
先
生
で
あ
っ

た
。
講
座
に
お
い
て
先
生
の
テ
ー
マ
は
た
し
か
「
異

民
族
と
の
接
触
」。
こ
れ
本
当
に
興
味
深
く
意
味
の

あ
る
テ
ー
マ
だ
。

　

当
時
は
英
国
の
歴
史
学
者
ト
イ
ン
ビ
ー
の
著
作
が

広
く
読
ま
れ
て
い
た
。
わ
た
し
流
に
解
釈
す
る
と
ト

イ
ン
ビ
ー
は
文
明
のE

ncounter

を
重
要
視
し
て

い
た
よ
う
だ
。E

ncounter

も
接
触
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
む
し
ろ
衝
突
の
よ
う
な
遭
遇
で
あ
る
。
戦
い
で

あ
る
。
し
か
し
梅
棹
先
生
が
テ
ー
マ
と
し
た
接
触
と

は
、
や
さ
し
く
触
れ
合
う
こ
と
。
探
検
と
は
文
明
と

文
明
と
が
直
に
触
れ
合
う
こ
と
で
あ
る
。
少
年
時
代

か
ら
登
山
や
探
検
活
動
に
浸
っ
て
お
ら
れ
た
梅
棹
先

生
は
、
そ
の
経
験
か
ら
良
好
な
接
触
の
重
要
性
を
認

識
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

異
民
族
と
の
接
触
の
重
要
性
を
教
え
ら
れ
、
そ
れ

を
意
識
し
た
こ
と
は
私
の
そ
の
後
の
人
生
に
大
変
大

き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
わ
た
く
し
は
そ
の

後
ず
っ
と
石
油
探
し
で
海
外
勤
務
を
続
け
た
の
で
あ

る
が
、梅
棹
先
生
の
教
え
が
貴
重
な
助
け
と
な
っ
た
。

こ
の
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
梅
棹
先

生
の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

ま
た
先
生
が
僻
地
へ
の
旅
行
に
つ
い
て
、「
普
通

の
車
で
た
い
て
い
の
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と
が
出
来

る
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
い
い
」
そ
し
て
「
英
語
を
話

せ
ば
旅
行
は
で
き
る
」
と
話
さ
れ
た
の
も
何
時
ま
で

も
記
憶
に
残
る
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
信
じ
、
ド
イ
ツ

の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
ま
で
の
自
動
車

旅
行
を
家
族
四
人
単
独
で
ド
ラ
イ
ブ
し
た
が
、
ア
ル

プ
ス
の
峠
を
越
え
、
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て
当
時
の
共

産
圏
か
ら
ト
ル
コ
、
中
近
東
の
砂
漠
を
通
過
す
る
旅

行
も
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
購
入
し
た
普
通
の
乗
用

車
と
英
語
の
み
で
問
題
な
く
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
後
解
放
前
の
中
国
で
も
個
人
単
位
で
奥
地

を
訪
ね
た
。「
通
訳
を
伴
わ
な
い
旅
行
は
無
理
で
あ

る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
根
気
よ

く
英
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
英
語

が
通
じ
る
中
国
人
が
あ
ら
わ
れ
た
。
ホ
テ
ル
や
食
堂

を
探
し
、
交
通
手
段
も
確
保
し
、
目
標
の
場
所
に
た

ど
り
つ
き
予
定
ど
お
り
の
旅
が
で
き
た
。

　

あ
の
当
時
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
梅
棹
先
生
は
周

囲
を
放
射
す
る
光
源
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
そ
の
放
射
に
励
起
さ
れ
、
新
た
な
る
行
動

に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
光
彩
は
今
も
っ
て
失
せ

る
こ
と
な
く
輝
き
続
け
、
わ
れ
わ
れ
を
励
ま
し
て
い

る
よ
う
だ
。
私
に
と
っ
て
梅
棹
先
生
は
今
な
お
生
き

つ
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
あ
の
や
さ
し
い
笑
顔
で
接
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
梅
棹
先
生
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記

し
、
こ
の
小
文
を
終
わ
り
た
い
。
カ
ラ
コ
ル
ム
遠
征

隊
は
途
中
で
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
隊
と
カ
ラ
コ
ル
ム
支
隊

に
分
か
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
荷
物
分
類
の
担
当
者

は
中
尾
佐
助
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
に
梅
棹
先
生

が
日
本
か
ら
持
参
し
た
抹
茶
茶
碗
が
見
当
た
ら
な
く

な
り
、
中
尾
佐
助
氏
が
苦
労
し
て
探
し
出
し
た
ら
し

い
。
こ
の
こ
と
は
梅
棹
先
生
が
「
中
尾
は
茶
碗
を
み

つ
け
、
な
ん
だ
こ
ん
な
も
の
と
地
面
に
た
た
き
つ
け

た
。
茶
碗
は
こ
わ
れ
た
。」
と
中
尾
佐
助
氏
へ
の
追

悼
文
に
書
い
て
い
る
（
梅
棹
忠
夫
、「
山
を
愛
す
る
」

中
央
公
論
社
）。
し
か
し
そ
の
場
に
は
も
う
一
人
の

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
が
い
た
。
今
西
錦
司
氏
で
あ
る
。
今

西
さ
ん
か
ら
直
接
お
聞
き
し
た
内
容
は
ち
ょ
っ
と
異

な
っ
て
い
た
。
正
確
な
再
現
で
は
な
い
が
、
今
西
さ

ん
に
よ
る
と
、

「
遠
征
隊
の
荷
物
が
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
隊
と
カ
ラ
コ
ル

ム
隊
に
振
り
分
け
ら
れ
、
パ
ッ
キ
ン
グ
が
完
了
し
、

中
尾
が
〝
こ
れ
で
完
了
や
”
と
言
っ
た
時
に
梅
棹
が
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〝
お
れ
の
茶
器
が
な
い
や
な
い
か
”
と
中
尾
に
迫
っ

た
。
中
尾
は
苦
労
し
て
探
し
、
そ
の
茶
器
を
見
つ
け

出
し
た
が
、
梅
棹
に
手
渡
す
そ
の
時
に
茶
器
を
手
か

ら
落
と
し
た
。
茶
器
は
壊
れ
て
し
も
た
。
中
尾
も
負

け
と
ら
ん
で
、
は　

は　

は
。」

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の 

梅
棹
忠
夫
先
生

	
山
本
紀
夫

　

い
ま
か
ら
四
〇
年
あ
ま
り
前
の
一
九
六
〇
年
代
後

半
の
こ
と
、
梅
棹
忠
夫
先
生
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
会
員
で

あ
る
と
と
も
に
、京
大
探
検
部
の
顧
問
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
当
時
、
探
検
部
の
部
長
で
あ
っ
た
四
手
井
綱
英

先
生
（
京
大
農
学
部
教
授
）
が
顧
問
と
し
て
の
梅
棹

先
生
を
非
難
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
探
検
部
の
部
員

で
あ
っ
た
私
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
梅
棹
は
ひ
ど
い
や
っ
ち
ゃ
。
探
検
部
の
学
生
を
お

だ
て
る
だ
け
お
だ
て
と
い
て
、
あ
と
は
面
倒
を
み
よ

ら
へ
ん
」。

　

た
だ
し
、
こ
の
批
判
の
真
意
を
当
時
の
私
は
十
分

に
理
解
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
未
だ
梅
棹
先

生
と
さ
ほ
ど
密
接
な
関
係
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
た

し
か
に
、
私
は
梅
棹
先
生
が
自
宅
を
開
放
し
、
探
検

や
登
山
、
そ
し
て
学
問
な
ど
に
つ
い
て
議
論
す
る
私

的
な
集
ま
り
で
あ
る
「
梅
棹
サ
ロ
ン
」
に
顔
を
出
し

て
い
た
が
、
そ
れ
は
探
検
部
の
顧
問
と
部
員
と
い
う

関
係
の
域
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。む
し
ろ
、

顧
問
と
し
て
は
、
中
尾
佐
助
先
生
の
方
が
研
究
室
の

先
輩
で
あ
り
、
私
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
農
耕
文
化

研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
っ
た
た
め
影
響
は
は
る
か

に
大
き
か
っ
た
。

　

と
く
に
、
中
尾
先
生
が
一
九
六
六
年
に
刊
行
し

た
『
栽
培
植
物
と
農
耕
の
起
源
』（
岩
波
新
書
）
は

私
に
き
わ
め
て
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
。
こ
の
本
を

読
ん
だ
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
翌
々
年
の

一
九
六
八
年
に
私
は
探
検
部
で
学
術
調
査
隊
を
組
織

し
て
、
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
栽
培
植
物
と
農
耕
文
化

の
調
査
に
出
か
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
調

査
の
あ
と
、
私
は
南
ア
メ
リ
カ
の
研
究
の
道
に
進
む

こ
と
を
決
意
す
る
。

　

と
は
い
え
、
当
時
、
海
外
調
査
は
容
易
で
な
く
、

と
り
わ
け
日
本
か
ら
最
も
遠
い
南
ア
メ
リ
カ
へ
は
行

く
だ
け
で
も
大
変
で
あ
っ
た
。
私
は
す
で
に
大
学
院

生
に
な
っ
て
い
た
が
、
大
学
院
生
の
身
分
で
も
当
時

は
海
外
調
査
の
機
会
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
私
は
某
新
聞
社
が
主
催
し
た
ア
ン

デ
ス
登
山
隊
に
参
加
し
た
り
、
ア
マ
ゾ
ン
探
検
隊
に

も
ぐ
り
こ
ん
だ
り
し
て
、
な
ん
ど
も
南
ア
メ
リ
カ
に

向
か
っ
た
。
ま
た
、
現
地
で
は
、
一
日
で
も
長
く
滞

在
し
て
調
査
を
す
る
た
め
に
、
食
費
を
削
っ
た
り
、

交
通
費
を
節
約
す
る
た
め
に
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
て

旅
を
つ
づ
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
無
理
が
た

た
っ
た
の
か
、
現
地
で
も
、
帰
国
し
て
か
ら
も
、
し

ば
し
ば
疲
労
や
病
気
な
ど
で
入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
り
、
借
金
に
も
苦
し
め
ら
れ
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、
よ
み
が
え
っ
て
き
た
の
が
「
梅
棹

は
ひ
ど
い
や
っ
ち
ゃ
。あ
と
は
面
倒
を
み
よ
ら
へ
ん
」

と
い
う
四
手
井
先
生
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
探
検
部
の
ア
ン
デ
ス
調
査
こ
そ
は
私
が
籍
を
お

い
て
い
た
農
学
部
ら
し
い
農
学
的
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
や
が
て
私
は
農
学
か
ら
人
類
学
へ
関
心
を
移
す

よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
梅

棹
サ
ロ
ン
や
人
類
学
の
自
主
講
座
「
近
衛
ロ
ン
ド
」

（
京
都
大
学
人
類
学
研
究
会
）
な
ど
を
通
し
て
の
梅

棹
先
生
の
影
響
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

梅
棹
先
生
自
身
も
、
梅
棹
サ
ロ
ン
を
ひ
ら
い
て
い

た
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
「
実
は
、
自
宅
に
若
者
を
集
め
て
、（
京
大
に
人

類
学
科
を
作
る
た
め
に
）、
そ
の
芽
を
育
て
て
い
た

の
で
す
」（『
梅
棹
忠
夫
に
挑
む
』
中
央
公
論
社
、

二
〇
〇
八
年
）。

　

ま
た
、
同
書
で
は
、
探
検
部
の
顧
問
と
し
て
の
時

代
を
振
り
返
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
以
下
の
よ
う
な
記

述
も
見
ら
れ
る
。

　
「
…
…
若
い
人
か
ら
探
検
や
調
査
の
相
談
を
受
け

る
と
、計
画
段
階
か
ら
助
言
を
し
て『
と
も
か
く
行
っ

て
こ
い
』
と
、
ど
ん
ど
ん
外
国
に
送
り
出
し
た
。
ア

ジ
テ
ー
タ
ー
（
扇
動
者
）
と
し
て
は
成
果
を
あ
げ
た

と
思
い
ま
す
」。

　

た
し
か
に
、
私
の
ま
わ
り
の
人
た
ち
、
と
り
わ
け

探
検
部
の
仲
間
や
先
輩
の
中
に
は
、
梅
棹
先
生
に
ア

ジ
ら
れ
て
海
外
調
査
に
出
か
け
、
人
類
学
に
転
向
し

た
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
私
自
身
も
そ

の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
念
の
た
め
に
述
べ
て
お
く
と
、
梅
棹
先
生

は
「
そ
ん
な
探
検
部
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
の
面
倒
を
み
な
か
っ
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た
」
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
後
に
は
四
手
井
先
生
も

認
め
て
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。そ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、

梅
棹
先
生
が
国
立
民
族
学
博
物
館
（
民
博
）
の
初
代
館

長
に
就
任
し
て
か
ら
数
年
後
の
一
九
七
七
年
一
〇
月
一

日
、
民
博
の
建
物
が
完
成
し
、
そ
の
披
露
式
典
が
ひ
ら

か
れ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
そ
の
前
の
年
に
民
博
に
赴
任

し
て
い
た
私
は
、
披
露
式
典
に
招
待
さ
れ
て
い
た
四
手

井
先
生
に
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
。
そ
の
と
き
、
四
手
井

先
生
が
真
っ
先
に
私
に
言
わ
れ
た
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ

が
、
次
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
梅
棹
は
え
ら
い
や
っ
ち
ゃ
。
ち
ゃ
ん
と
探
検
部
Ｏ

Ｂ
の
面
倒
を
み
よ
っ
た
」。

　

実
際
、
当
時
の
民
博
の
研
究
部
ス
タ
ッ
フ
は
四
〇

名
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一
割
を
こ
す
六
名

の
ス
タ
ッ
フ
が
京
大
探
検
部
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
り
、
し
か

も
梅
棹
サ
ロ
ン
や
近
衛
ロ
ン
ド
の
常
連
で
あ
っ
た
。

み
ん
な
、梅
棹
先
生
に
扇
動
さ
れ
、考
古
学
や
地
理
学
、

さ
ら
に
薬
学
や
農
学
な
ど
の
異
分
野
か
ら
人
類
学
に

転
向
し
て
き
た
者
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
か
つ
て
の
Ａ
Ａ

Ｃ
Ｋ
や
探
検
部
は
卓
越
し
た
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
に
恵
ま

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
こ
で
述
べ
た
梅
棹
先
生
や
中

尾
先
生
だ
け
で
は
な
く
、
川
喜
田
二
郎
さ
ん
、
今
西

錦
司
さ
ん
、
西
堀
栄
三
郎
さ
ん
な
ど
の
言
動
や
著
作

を
通
し
て
登
山
や
探
検
、
さ
ら
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
の
道
に
進
ん
だ
者
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
の
お
か
げ
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
か
つ
て
の
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
や
探
検
部

の
活
発
な
活
動
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
学
生
時

代
か
ら
長
く
接
し
て
き
た
梅
棹
先
生
の
逝
去
は
、
私

に
そ
ん
な
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

研
助
教
授
の
樋
口
明
生
（
以
後
、
ジ
ャ
ン
）
を
隊
長

に
想
定
し
て
準
備
を
始
め
た
。
梅
棹
さ
ん
も
人
文
科

研
の
教
授
と
し
て
助
成
金
獲
得
な
ど
に
努
力
し
た
け

れ
ど
も
、う
ま
く
い
か
な
い
。
隊
長
が
助
教
授
で
は
、

金
銭
が
う
ご
き
に
く
い
の
で
あ
る
。
大
学
で
は
人
は

教
授
で
あ
る
と
痛
感
し
た
。
四
手
井
綱
英
会
長
は
外

遊
中
で
あ
る
。
困
り
果
て
た
近
藤
良
夫
副
会
長
と
理

事
会
は
、
今
西
錦
司
さ
ん
に
支
援
を
求
め
る
こ
と
に

な
り
、
ジ
ャ
ン
に
つ
い
て
ゴ
ロ
ー
も
今
西
邸
を
訪
問

し
た
。

　

話
を
き
い
た
今
西
さ
ん
は
、
こ
れ
は
西
堀
栄
三
郎

さ
ん
に
で
て
も
ら
お
う
と
い
っ
て
電
話
を
か
け
、
明

日
午
後
一
時
、
ジ
ャ
ン
を
や
る
か
ら
話
を
聞
い
て

や
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
っ
た
。
つ
づ
い
て
わ
た
し
た

ち
に
、
午
後
一
〇
時
、
加
藤
泰
安
（
タ
イ
ア
ン
）
さ

ん
を
会
社
に
訪
問
し
、隊
長
就
任
を
要
請
し
ろ
。え
っ

と
い
う
顔
を
す
る
わ
た
し
た
ち
を
無
視
し
て
今
西
さ

ん
は
つ
づ
け
る
。
タ
イ
ア
ン
は
今
、
体
調
が
よ
く
な

い
か
ら
就
任
で
き
な
い
と
い
う
、
そ
れ
で
は
わ
た
し

た
ち
に
同
道
し
て
西
堀
さ
ん
に
隊
長
就
任
を
た
の
ん

で
く
れ
と
い
う
の
だ
。
わ
た
し
は
タ
イ
ア
ン
さ
ん
が

そ
の
場
で
は
隊
長
就
任
を
拒
絶
し
な
い
可
能
性
を
の

べ
た
が
、今
西
さ
ん
は
と
り
あ
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
ゴ
ロ
ー
、
お
ま
え
の
ほ
う
が
ジ
ャ
ン
よ
り
ず
る

が
し
こ
い
か
ら
、
い
っ
し
ょ
に
行
け
と
い
っ
た
。

　

翌
日
、
午
前
一
〇
時
、
わ
た
し
た
ち
は
タ
イ
ア
ン

さ
ん
を
社
長
室
に
た
ず
ね
、
現
状
を
報
告
し
、
今
西

さ
ん
が
タ
イ
ア
ン
さ
ん
に
隊
長
就
任
を
依
頼
し
ろ
と

い
っ
て
い
る
と
の
べ
た
。
そ
の
時
の
泰
安
さ
ん
の
喜

色
満
面
の
顔
た
る
や
…
…
。
タ
イ
ア
ン
さ
ん
の
身
体

の
調
子
は
ど
う
で
す
か
、
出
発
が
迫
っ
て
い
る
時
間

が
な
い
が
と
の
わ
た
し
の
質
問
に
、
早
急
に
医
師
た

い
ろ
い
ろ
知
恵
を
つ
け
て
く
れ
は
っ
た

梅
棹
さ
ん

	

岩
坪
五
郎

　

当
初
、
梅
棹
さ
ん
か
ら
わ
た
し
は
白
眼
視
さ
れ
て

い
た
、
と
お
も
う
。
そ
れ
は
探
検
部
主
催
の
ス
ワ
ー

ト
・
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
隊
に
、
今
西
錦
司
さ
ん
と
ボ
ス

交
を
や
っ
て
も
ぐ
り
こ
ん
だ
と
お
も
わ
れ
て
い
た
か

ら
の
よ
う
だ
。
そ
の
の
ち
だ
ん
だ
ん
白
眼
は
青
味
を

帯
び
て
き
た
よ
う
に
お
も
う
。
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
遠
征
隊

の
座
談
会
形
式
の
報
告
書
の
編
集
を
梅
棹
さ
ん
が
し

て
い
た
時
、〝
岩
坪
”
と
い
う
の
が
出
て
く
る
と
、

こ
い
つ
ま
た
お
も
ろ
い
こ
と
を
し
ゃ
べ
り
よ
る
ぞ
、

と
顔
が
ニ
タ
ッ
と
し
て
く
る
、
と
い
わ
れ
た
。
わ
た

し
は
う
れ
し
か
っ
た
。
ニ
タ
ッ
は
白
眼
で
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。

　

今
西
錦
司
さ
ん
の
登
山
の
お
供
の
よ
う
に
登
山
に

同
行
し
た
こ
と
は
い
ち
ど
も
な
い
。
次
の
遠
征
の
た

め
の
文
書
の
校
閲
な
ど
を
通
じ
て
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
に
つ

い
て
の
、
社
会
全
般
に
つ
い
て
の
知
恵
を
、
つ
ま
り

生
態
史
観
を
な
ら
っ
て
い
た
。
感
銘
を
う
け
た
ト

ピ
ッ
ク
を
ひ
と
つ
述
べ
る
。
登
場
す
る
人
た
ち
は
み

な
す
で
に
な
く
な
ら
れ
て
い
る
か
ら
い
い
だ
ろ
う
。

　

一
九
七
二
年
、
つ
い
に
ネ
パ
ー
ル
政
府
か
ら
、
ヤ

ル
ン
カ
ン
登
頂
の
許
可
が
き
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
は
防
災
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ち
と
相
談
し
、
今
西
さ
ん
に
は
自
分
か
ら
連
絡
す
る

と
繰
り
返
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
タ
イ
ア

ン
さ
ん
を
敬
愛
し
て
い
た
。
こ
の
人
の
喜
色
満
面
の

顔
に
、
ほ
ん
と
う
の
お
願
い
は
、
午
後
一
時
、
西
堀

さ
ん
説
得
に
出
む
い
て
い
た
だ
く
こ
と
な
の
で
す
と

は
言
え
な
か
っ
た
。
つ
い
に
私
は
、
し
ば
ら
く
時
間

を
く
だ
さ
い
と
い
っ
て
、
会
社
を
辞
し
た
。

　

そ
し
て
公
衆
電
話
か
ら
、
岐
阜
大
学
長
室
の
今
西

さ
ん
に
電
話
し
、
現
状
を
申
し
述
べ
た
。
そ
れ
に
た

い
し
、〝
ば
か
も
ん
”
の
一
声
で
電
話
は
き
れ
た
。

し
か
し
、
わ
た
し
に
は
タ
イ
ア
ン
さ
ん
を
説
得
す
る

の
に
こ
の
ひ
と
声
が
必
要
で
あ
っ
た
。
実
情
に
つ
い

て
の
わ
た
し
の
説
明
を
聞
く
や
、
タ
イ
ア
ン
さ
ん
の

顔
は
、
こ
れ
ま
で
の
親
し
み
や
す
い
山
岳
部
の
先
輩

の
顔
か
ら
、
あ
く
ま
で
誇
り
た
か
い
上
級
武
士
の
顔

に
一
変
し
、〝
わ
か
り
ま
し
た
。
西
堀
さ
ん
へ
の
依

頼
に
同
行
し
ま
し
ょ
う
”
と
い
っ
た
。
敬
愛
す
る
大

先
輩
を
だ
ま
し
、
侮
辱
す
る
た
ち
ば
に
な
っ
た
わ
た

し
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
と
い
う
以
外
に
言

葉
を
も
た
な
か
っ
た
。

　

午
後
一
時
の
西
堀
さ
ん
の
対
応
も
み
ご
と
で
あ
っ

た
。
京
都
か
ら
今
西
の
指
示
を
う
け
た
ジ
ャ
ン
と
ゴ

ロ
ー
が
来
て
隊
長
就
任
を
要
請
し
、
さ
ら
に
ヒ
マ
ラ

ヤ
登
山
指
揮
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
タ
イ
ア
ン
の

要
請
を
う
け
て
、
わ
た
し
は
断
る
立
場
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
了
解
し
ま
し
た
。
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

京
都
に
帰
っ
て
、
わ
た
し
は
梅
棹
さ
ん
に
こ
ん
ど

の
事
態
の
解
説
を
お
ね
が
い
し
た
。
今
西
さ
ん
は
な

ぜ
、
タ
イ
ア
ン
さ
ん
を
あ
ん
な
ひ
ど
い
め
に
あ
わ
し

た
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
梅
棹
さ
ん
の
解
説
は
、
ご
く

簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
今
西
さ
ん
と
タ
イ
ア
ン
さ

ん
は
、
お
た
が
い
心
か
ら
信
頼
し
合
っ
た
山
仲
間
で

あ
る
。
ヤ
ル
ン
カ
ン
の
隊
長
就
任
を
要
請
す
る
こ
と

で
、
自
分
は
タ
イ
ア
ン
が
最
も
隊
長
に
ふ
さ
わ
し
い

男
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

を
し
め
し
、
タ
イ
ア
ン
さ
ん
は
そ
れ
を
受
け
止
め
た

の
だ
と
い
う
。
明
治
の
人
間
と
昭
和
の
人
間
の
違
い

だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
な
ら
も
っ
と
柔
和
に
ウ
エ
ッ

ト
に
わ
が
意
を
つ
た
え
る
と
お
も
う
の
だ
け
れ
ど

…
…
。

　

一
九
五
八
年
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
隊
は
桑
原
さ
ん
が
隊

長
で
、
登
攀
指
揮
は
タ
イ
ア
ン
さ
ん
が
と
っ
た
。

一
九
六
〇
年
ノ
シ
ャ
ッ
ク
は
酒
戸
隊
長
、
結
果
的
に

は
登
っ
て
し
ま
っ
た
が
、こ
れ
は
偵
察
隊
で
あ
っ
た
。

一
九
六
二
年
サ
ル
ト
ロ
カ
ン
リ
の
と
き
、
タ
イ
ア
ン

さ
ん
は
い
よ
い
よ
自
分
の
番
だ
と
思
っ
た
だ
ろ
う
け

れ
ど
、
今
西
さ
ん
は
四
手
井
さ
ん
を
隊
長
に
す
る
た

め
に
、
タ
イ
ア
ン
さ
ん
に
再
び
副
隊
長
を
要
請
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
ヤ
ル
ン
カ
ン
は
八
五
〇
〇
米
を

越
え
、
そ
の
登
頂
ル
ー
ト
は
複
雑
で
あ
る
。
今
西
さ

ん
は
、
タ
イ
ア
ン
な
ら
や
る
だ
ろ
う
と
お
も
い
、
タ

イ
ア
ン
さ
ん
も
自
分
な
ら
や
れ
る
ぞ
と
思
っ
た
に
違

い
な
い
。
こ
の
二
人
の
男
の
心
の
会
話
を
、
さ
ら
に

そ
れ
を
理
解
す
る
西
堀
さ
ん
の
心
情
を
さ
っ
と
解
説

し
て
く
れ
た
の
が
梅
棹
さ
ん
で
あ
っ
た
。

　

日
本
人
が
実
現
し
た
最
高
の
未
踏
峯
ヤ
ル
ン
カ
ン

の
登
頂
を
舞
台
に
今
西
、
西
堀
、
加
藤
の
三
人
の
ボ
ス

ザ
ル
た
ち
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
文
明
の
生
態
史
観
の

立
場
で
解
説
し
て
く
れ
は
っ
た
梅
棹
セ
ン
パ
イ
ザ
ル
に

感
謝
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
し
、
追
悼
と
し
た
い
。

梅
棹
さ
ん
の
登
山
と
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ

	

斎
藤
清
明

　

梅
棹
忠
夫
先
生
か
ら
最
後
に
話
を
う
か
が
っ
た
の

は
、逝
去
さ
れ
る
三
ヶ
月
半
前
の
三
月
一
八
日
（
木
）

（
二
〇
一
〇
年
）
の
こ
と
。
そ
の
十
日
後
に
民
博
で

川
喜
田
二
郎
先
生
（
梅
棹
さ
ん
よ
り
ち
ょ
う
ど
一
年

前
に
亡
く
な
ら
れ
た
）を
偲
ぶ
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム「
ヒ

マ
ラ
ヤ
研
究
と
川
喜
田
二
郎
」
が
あ
り
、
梅
棹
さ
ん

と
吉
良
龍
夫
先
生
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
梅
棹
さ
ん
が
出
れ
そ
う
に

な
い
と
の
こ
と
で
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
へ
の
梅
棹
さ
ん
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
聞
き
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
吉
良

さ
ん
は
出
席
さ
れ
、
は
っ
き
り
と
お
話
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
に
体
調
を
崩
さ
れ
た
）。

　

民
博
の
梅
棹
資
料
室
で
、
昼
食
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
梅
棹
さ
ん
は
中
学
生
の
と
き
か
ら
の
川
喜
田
さ

ん
と
の
長
い
付
き
合
い
を
語
ら
れ
た
。そ
れ
は
ま
た
、

梅
棹
さ
ん
自
身
の
登
山
を
め
ぐ
る
回
想
と
も
い
え
る

の
で
、
ま
ず
そ
の
あ
ら
ま
し
か
ら
。

川
喜
田
と
ヒ
マ
ラ
ヤ

　

川
喜
田
は
最
も
優
れ
た
友
人
の
ひ
と
り
で
す
。
非

常
に
独
創
的
な
人
間
だ
っ
た
。

　

京
都
一
中
の
一
年
か
ら
の
つ
き
あ
い
や
。彼
は（
京

都
師
範
）
付
属
小
学
校
か
ら
き
た
。
下
鴨
の
大
き
な

家
で
、
庭
に
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
も
あ
っ
た
。
そ
の
離

れ
の
二
階
に
同
級
生
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
よ
う
遊
ん

だ
。

　

一
中
で
は
博
物
同
好
会
で
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た

（
同
好
会
の
会
誌
を
秘
書
の
三
原
さ
ん
に
見
せ
て
い



18

た
だ
い
た
。
第
三
号
（
一
九
三
三
・
一
・
一
）
に
川
喜

田
「
植
物
の
垂
直
（
１
）」、梅
棹
「
水
に
棲
む
昆
虫
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
夏
の
合
宿
で
北
山
に
行
っ

て
、
そ
れ
か
ら
や
山
岳
部
に
入
っ
た
の
は
。

　
「
山
城
三
十
山
」
を
み
ん
な
で
登
っ
た
。
そ
の
最

後
が
峰
床
山
。
日
帰
り
が
む
つ
か
し
い
の
で
、
川
喜

田
の
と
こ
ろ
が
使
っ
て
い
た
タ
ク
シ
ー
で
い
っ
た
。

金
持
ち
や
っ
た
か
ら
な
。
往
き
は
花
脊
峠
、
帰
り
は

山
国
、
周
山
に
で
て
高
雄
を
ま
わ
っ
て
。
運
転
手
に

は
大
悲
山
口
で
釣
り
を
し
な
が
ら
待
っ
て
も
ら
っ

て
、
残
雪
を
利
用
し
て
登
っ
た
。

　

三
高
で
も
山
岳
部
で
ず
っ
と
い
っ
し
ょ
や
っ
た
。

仲
よ
う
落
第
も
し
た
。
よ
う
山
い
っ
た
な
あ
。
北
海

道
に
も
一
緒
に
行
っ
た
（
山
名
を
次
々
に
あ
げ
ら
れ

た
。
コ
ロ
ポ
ッ
ク
ル
の
話
も
）。
そ
の
と
き
海
水
で

飯
炊
い
た
け
ど
、
食
え
な
ん
だ
な
あ
。

　

白
頭
山
を
越
え
た
と
き
、
頂
上
の
寺
に
川
喜
田
が

手
紙
を
置
い
て
お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
無

か
っ
た
。
来
れ
な
ん
だ
や
な
と
お
も
っ
た
。

　

今
西
さ
ん
に
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
て
も
ら
う
と
き
、

川
喜
田
は
今
西
さ
ん
の
一
の
弟
子
で
、
家
も
近
所
や

か
ら
、呼
ん
で
き
て
も
ら
っ
た
。
農
学
部
の
前
の「
ふ

く
や
」
で
、
今
西
さ
ん
は
「
引
き
受
け
る
」
と
い
っ

て
く
れ
た
。

　

戦
後
、
中
国
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
て
京
大
大
学
院

に
復
帰
し
た
と
き
、
川
喜
田
の
口
利
き
で
東
海
大
学

予
科
の
講
師
を
二
年
間
や
り
、
そ
の
後
、
大
阪
市
大

に
決
ま
っ
た
。
川
喜
田
も
。
そ
の
こ
ろ
北
白
川
に
家

を
買
っ
た
ら
、
中
尾
が
「
京
都
に
戻
っ
て
来
る
つ
も

り
や
な
」
と
い
い
よ
っ
た
。

　

マ
ナ
ス
ル
計
画
の
と
き
は
、
本
気
で
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

行
く
つ
も
り
や
っ
た
。（
日
本
山
岳
会
に
委
譲
さ
れ
）

科
学
班
で
中
尾
と
川
喜
田
が
行
っ
た
が
、
病
気
で
な

か
っ
た
ら
当
然
自
分
や
と
お
も
っ
て
た
。「
も
し
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
行
っ
て
た
ら
」
と
た
ず
ね
る
と
、「
民
博

は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ん
な
」「
チ
ベ
ッ
ト
・
ジ
ロ
ー

（
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
の
イ
ベ
ッ
ト
・
ジ
ロ
ー
を
も
じ
っ

た
、
川
喜
田
さ
ん
の
こ
と
）
み
た
い
に
」
と
も
。

登
山
家
・
梅
棹

　

梅
棹
さ
ん
の
最
晩
年
の
著
作
は『
山
を
た
の
し
む
』

（
二
〇
〇
九
年　

山
と
渓
谷
社
）。
そ
れ
ま
で
の
山
と

探
検
を
テ
ー
マ
に
し
た
著
述
は
、「
梅
棹
忠
夫
著
作

集
」
の
第
一
巻
『
探
検
の
時
代
』
と
第
一
六
巻
『
山

と
旅
』
に
収
め
ら
れ
、
そ
れ
以
降
の
登
山
に
関
連
す

る
原
稿
や
講
演
、
座
談
を
ま
と
め
た
も
の
。「
山
は

わ
た
し
の
人
生
の
ル
ー
ツ
で
あ
り
、
す
べ
て
の
出
発

点
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
「
終
生
登
山
家
」
を
序
に

か
か
げ
る
。

　

梅
棹
さ
ん
は
京
一
中
に
入
学
し
、
昆
虫
採
集
で
訪

れ
た
北
山
の
と
り
こ
に
な
る
。「
こ
の
北
山
で
、
山

を
た
の
し
み
、
自
然
を
い
つ
く
し
む
こ
と
を
全
身
で

ま
な
ん
だ
」。
当
時
、
京
一
中
や
三
高
の
山
岳
部
の

関
係
者
の
ほ
か
は
、
北
山
に
山
歩
き
に
出
か
け
る
人

は
少
な
く
、
開
拓
時
代
の
雰
囲
気
を
あ
じ
わ
い
、「
山

城
三
十
山
」
の
完
登
と
『
山
城
三
十
山
記
』
の
編
集

執
筆
も
や
り
と
げ
る
。

　

三
高
山
岳
部
時
代
は
登
山
に
明
け
暮
れ
た
学
生
生

活
。
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
積
雪
期
の
ア
イ
ゼ
ン

や
ス
キ
ー
の
技
術
、
沢
登
り
な
ど
も
含
め
、
多
種
多

様
な
オ
ー
ル
・
ラ
ウ
ン
ド
で
本
格
的
な
登
山
技
術
を

身
に
つ
け
た
。
初
め
て
日
本
ア
ル
プ
ス
に
出
か
け
た

入
部
一
年
目
の
終
わ
り
に
は
、
上
級
生
と
「
春
の
黒

部
源
流
」
行
が
で
き
る
ま
で
に
成
長
し
、
優
秀
な
山

岳
部
員
だ
っ
た
。
入
部
三
年
目
に
は
プ
レ
ジ
デ
ン
ト

を
つ
と
め
る
。
冬
山
の
経
験
の
な
い
部
員
を
率
い
て

八
ケ
岳
の
氷
壁
に
挑
ん
だ
り
も
し
て
い
る
。

　

山
に
打
ち
込
ん
だ
た
め
に
二
回
も
落
第
し
、
二
年

生
を
松
竹
梅
の
三
回
経
験
し
た
。
や
っ
と
三
年
生
に

な
っ
た
入
部
五
年
目
に
決
行
し
た
の
が
白
頭
山
行
。

こ
の
山
行
は
探
検
へ
の
転
機
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、

そ
れ
ま
で
の
三
高
山
岳
部
で
の
実
績
が
花
開
い
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
五
年
間
の
三
高
山
岳
部
で
、
梅
棹

さ
ん
は
登
山
家
に
育
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
格
的
な
登
山
は
三
高
山
岳
部
時
代

だ
け
。「
一
九
四
一
年
に
京
都
帝
国
大
学
に
入
学
し

て
か
ら
は
、
わ
た
し
は
登
山
家
と
い
う
よ
り
は
探
検

家
と
し
て
の
人
生
航
路
を
た
ど
っ
た
の
で
、
大
き
な

山
ゆ
き
に
は
参
加
し
て
い
な
い
」。
剱
岳
や
穂
高
に

も
登
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

三
高
山
岳
部
五
年
間
の
実
績
を
み
れ
ば
、
オ
ー
ル
・

ラ
ウ
ン
ド
な
正
統
派
の
登
山
家
と
い
え
よ
う
。
ス

キ
ー
は
正
統
派
の
ア
ー
ル
・
ベ
ル
グ
派
で
あ
っ
た
。

　

梅
棹
さ
ん
の
人
生
に
お
い
て
、「
探
検
の
時
代
」

の
前
に
「
登
山
の
時
代
」
が
あ
り
、「
登
山
こ
そ
は

そ
の
後
の
わ
た
し
の
生
涯
の
真
の
原
点
だ
っ
た
」「
青

年
時
代
に
は
登
山
家
を
こ
こ
ろ
ざ
し
な
が
ら
、
現
実

に
は
登
山
よ
り
も
探
検
の
道
を
あ
ゆ
ん
で
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
山
へ
の
お
も
い
が
き
え
さ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
」。
晩
年
に
な
っ
て
も
、
山
へ
の
お
も
い

が
つ
の
り
、
著
作
に
な
っ
て
い
る
。

ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
の
お
も
い

　

戦
後
に
で
き
た
京
大
山
岳
部
は
、
三
高
山
岳
部
や

京
都
帝
大
旅
行
部
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
と
い
っ
た
戦
前
か
ら

の
組
織
と
は
別
で
、
発
足
当
初
の
主
力
は
三
高
山
岳
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部
出
身
者
で
は
な
く
、
各
地
の
旧
制
高
校
で
鳴
ら
し

て
き
た
連
中
た
ち
だ
っ
た
。
梅
棹
さ
ん
は
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ

に
戦
前
の
最
後
（
一
九
四
三
年
）
に
入
会
し
て
い
た

か
ら
、
ど
こ
の
馬
の
骨
の
連
中
や
と
お
も
っ
た
と
い

う
。
や
が
て
「
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
論
議
」
で
現
役
た
ち

と
初
対
面
す
る
。

　
「
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
行
き
た
い
が
ま
だ
無
理
。
マ
ッ
キ

ン
レ
ー
な
ら
手
っ
と
り
早
く
行
け
る
」
と
い
う
伊
藤

洋
平
（
八
高
出
身
）、
藤
平
正
夫
（
富
山
高
出
身
）

さ
ん
た
ち
に
、
梅
棹
さ
ん
は
「
な
ぜ
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め

ざ
さ
な
い
の
か
」
と
。
学
生
た
ち
が
夢
物
語
と
思
っ

て
い
た
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
、
目
の
前
に
突
き
つ
け
た
。
こ

の
会
見
を
き
っ
か
け
に
、
京
大
山
岳
部
の
現
役
か
ら

四
十
歳
半
ば
の
今
西
錦
司
さ
ん
ま
で
、
オ
ー
ル
京
大

の
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
梅
棹

さ
ん
も
そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
働
く
。
そ
の
後

に
再
建
さ
れ
る
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
活
動
に
つ
な
が
り
、
方

向
付
け
を
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
、
進
々
堂
で
の
梅
棹
さ
ん
と
京
大
山
岳
部
の

精
鋭
た
ち
と
の
「
マ
ッ
キ
ン
レ
ー
論
議
」
の
際
に
、

梅
棹
さ
ん
が
テ
ー
ブ
ル
を
た
た
い
て
激
怒
し
た
と
い

う
伝
説
が
あ
る
。
梅
棹
さ
ん
は
そ
ん
な
こ
と
覚
え
て

な
い
と
い
う
の
だ
が
、
き
び
し
い
登
山
論
議
が
交
わ

さ
れ
た
の
は
事
実
の
よ
う
だ
。
大
学
院
生
の
梅
棹
さ

ん
と
三
、四
年
後
輩
た
ち
と
い
う
、
血
の
気
の
多
い

連
中
の
論
争
だ
っ
た
。
藤
平
さ
ん
に
よ
る
と
、
梅
棹

さ
ん
は
「
君
ら
、
そ
ん
な
山
登
り
し
て
お
っ
て
、
雨

の
中
で
焚
火
を
焚
け
る
の
か
」
と
問
い
詰
め
た
（
Ａ

Ａ
Ｃ
Ｋ
時
報
十
号「
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
と
山
岳
部
の
戦
後
」）。

氷
雪
や
岩
ば
か
り
の
登
山
で
は
だ
め
だ
と
い
う
、
正

統
派
登
山
家
梅
棹
の
考
え
で
あ
る
。
藤
平
さ
ん
は

む
っ
と
し
て
、「
山
を
広
い
意
味
で
つ
か
ん
で
い
ま

す
」
と
答
え
た
が
、
登
山
に
つ
い
て
の
考
え
の
食
い

違
い
を
感
じ
た
と
い
う
。
先
鋭
的
な
登
山
を
し
て
い

る
現
役
を
相
手
に
、
登
山
論
で
一
歩
も
退
か
な
い
梅

棹
さ
ん
の
自
信
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
。

　

京
大
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
計
画
は
マ
ナ
ス
ル
を
目
標
に
し

て
進
み
、
や
が
て
日
本
山
岳
会
に
委
譲
さ
れ
る
。
梅

棹
さ
ん
は
日
本
山
岳
会
に
入
会
す
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
に

行
く
つ
も
り
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
結
核
に
か
か
っ

て
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
断
念
。
健
康
だ
っ
た
ら
お
そ
ら
く
隊

員
に
選
ば
れ
て
い
た
は
ず
。
も
し
、
梅
棹
さ
ん
が
こ

の
と
き
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
行
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
登
山
家
の
道
に
戻
っ
た
か
も
し
れ
な

い
し
、
マ
ナ
ス
ル
登
山
隊
科
学
班
の
川
喜
田
さ
ん
の

よ
う
に
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
と
り
こ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

　

前
号
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
谷
泰
さ
ん
が
カ
カ

ボ
・
ラ
ジ
計
画
の
裏
話
を
記
し
て
い
る
が
、
も
し
実

現
し
て
い
れ
ば
、
梅
棹
さ
ん
念
願
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山

に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
カ
カ
ボ
・
ラ
ジ
は
ネ
パ
ー

ル
を
中
心
と
す
る
狭
い
範
囲
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
は
東

に
外
れ
て
い
る
が
、
パ
ミ
ー
ル
高
原
か
ら
は
る
か
に

連
な
っ
て
い
る
大
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
東
端
に
位
置
し
て
い

る
の
だ
か
ら
。

　

チ
ョ
ゴ
リ
ザ
（
一
九
五
八
年
）、
ノ
シ
ャ
ッ
ク

（
一
九
六
〇
年
）
の
初
登
頂
に
続
く
は
ず
で
あ
っ
た

カ
カ
ボ
・
ラ
ジ
は
、
登
山
家
の
入
っ
た
こ
と
の
な
い

地
域
に
あ
り
、「
探
検
大
学
」の
京
大
に
ふ
さ
わ
し
い
、

探
検
的
登
山
の
対
象
。
梅
棹
さ
ん
は
、
ビ
ル
マ
で
の

学
術
調
査
を
め
ざ
す
大
阪
市
立
大
学
と
の
合
同
隊
の

隊
長
と
し
て
、
登
山
と
探
検
の
両
方
と
も
や
る
つ
も

り
だ
っ
た
。
自
ら
書
い
た
計
画
書
「
カ
カ
ボ
・
ラ
ジ

登
山
探
検
計
画
」
に
、
そ
の
意
気
込
み
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
若
き
日
の
大
興
安
嶺
探
検
の
よ
う
な
興
奮
を

味
わ
っ
た
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
今
回
は
隊
長

で
、し
か
も
優
秀
な
若
い
登
山
隊
員
を
率
い
て
い
る
。

き
っ
と
登
頂
で
き
る
と
。

　

と
こ
ろ
が
、
計
画
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
梅

棹
さ
ん
の
隊
長
と
し
て
の
手
腕
が
い
か
ん
な
く
発
揮

さ
れ
た
は
ず
な
の
に
。
残
念
や
っ
た
な
あ
と
、
晩
年

に
な
っ
て
か
ら
も
よ
く
も
ら
さ
れ
て
い
た
。

歴
史
は
自
ら
書
け

　

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
「
五
十
年
史
」
を
私
が
書
く
こ
と
に

な
っ
て
、梅
棹
さ
ん
に
相
談
に
う
か
が
っ
た
と
き
に
、

「
わ
れ
わ
れ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
歴
史
は
、
自
分
た
ち
で
書

か
へ
ん
と
、
誰
も
書
い
て
く
れ
へ
ん
。
社
史
み
た
い

な
も
ん
や
な
し
に
、
売
れ
る
も
の
を
書
い
て
や
」
と

い
わ
れ
た
。

　

き
び
し
い
励
ま
し
で
あ
り
、
梅
棹
さ
ん
の
思
想
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
と
お
も
っ
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
と
そ

の
会
員
た
ち
は
、
登
山
や
探
検
で
、
パ
イ
オ
ニ
ア
と

し
て
色
々
な
活
動
を
し
て
き
た
。
後
世
に
残
る
仕
事

も
や
っ
て
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
で
も
、
そ
れ
を

自
分
た
ち
の
手
で
き
ち
ん
と
書
き
記
し
て
お
か
な
い

と
だ
め
だ
。
誰
か
が
書
い
て
く
れ
る
な
ん
て
考
え
る

な
。
自
分
た
ち
の
歴
史
は
自
分
た
ち
で
作
る
ん
や
。

し
か
も
、
同
窓
会
誌
や
社
史
み
た
い
に
内
輪
だ
け
に

通
じ
る
も
の
で
は
な
し
に
、
一
般
の
読
者
を
対
象
に

し
た
本
に
し
ろ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
五
十
年
史
」
は
や
が
て
、
今
西
錦
司
編
『
ヒ
マ

ラ
ヤ
へ
の
道
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
と

し
て
出
た
。
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
の
名
は
小
さ
く
、
サ
ブ
タ
イ

ト
ル
で「
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
の
五
十
年
」に
な
っ

た
。
梅
棹
さ
ん
の
期
待
に
添
え
た
か
ど
う
か
、
自
信
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は
な
か
っ
た
。
も
う
そ
の
と
き
に
は
失
明
さ
れ
て
い

た
が
、
本
を
手
に
と
っ
て
「
立
派
な
も
ん
や
」
と
い

わ
れ
た
と
き
は
、
ほ
っ
と
し
た
。

梅
棹
忠
夫
さ
ん
と
の
出
会
い

	

栗
田
靖
之

　

一
九
六
二
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
岡
崎
に
三

高
会
館
と
い
う
和
風
の
建
物
が
あ
り
、
そ
こ
で
Ａ
Ａ

Ｃ
Ｋ
の
集
ま
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
の
懇
親
会
で

同
じ
す
き
焼
き
鍋
を
囲
ん
だ
の
が
梅
棹
忠
夫
さ
ん
で

あ
っ
た
。
梅
棹
さ
ん
は
そ
の
年
の
二
月
、
大
阪
市
立

大
学
東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊
に
参
加
し
た
あ
と
単

独
で
ビ
ル
マ
、
東
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー

ル
を
旅
行
し
て
帰
国
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
そ
の

席
で
、「
君
が
栗
田
か
。
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ス
ノ
ー
・

ビ
ュ
ー
・
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
と
き
、
ボ
ー
イ
が
先

日
ク
リ
タ
と
い
う
日
本
人
の
若
者
が
き
て
、
私
の
写

真
を
撮
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
写
真
を
送
っ
て
ほ
し
い

と
言
っ
て
い
た
ぞ
」
と
い
う
話
を
さ
れ
た
。
私
は
文

学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
が
、
授
業
を
さ
ぼ
っ
て
は
山

登
り
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
山
岳
部
員
で
、
そ
の
前
の

年
に
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
を
一
人
で
旅
行
し
て
い

た
。
そ
の
と
き
、
た
し
か
に
カ
ト
マ
ン
ズ
の
ホ
テ
ル

で
ボ
ー
イ
の
写
真
を
撮
っ
た
。
し
か
し
そ
の
写
真
は

八
ミ
リ
・
ム
ー
ビ
ー
で
撮
っ
た
も
の
で
あ
り
、
焼
き

付
け
た
写
真
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
ボ
ー
イ
に

話
し
て
い
た
の
に
、
彼
は
そ
の
こ
と
が
理
解
で
き
な

か
っ
た
ら
し
い
。

　

そ
の
こ
と
を
話
し
た
の
が
梅
棹
さ
ん
と
の
最
初
の

出
会
い
で
あ
る
。
梅
棹
さ
ん
が
四
十
一
歳
、
私
は

二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

　

梅
棹
さ
ん
は
一
九
五
六
年
、
京
大
に
探
検
部
を

創
立
し
て
い
た
。
私
は
山
岳
部
で
、
探
検
部
と
は

直
接
の
接
触
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
梅
棹
さ
ん
は
、

一
九
六
四
年
、
山
岳
部
が
ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
南
峰
へ
お

く
っ
た
遠
征
隊
の
報
告
書『
ガ
ネ
ッ
シ
ュ
の
蒼
い
氷
』

の
原
稿
に
、
夜
を
徹
し
て
手
を
入
れ
て
い
た
だ
い
た

と
木
村
雅
昭
さ
ん
か
ら
聞
い
た
。

　

一
九
六
五
年
、
梅
棹
さ
ん
は
京
都
大
学
人
文
科
学

研
究
所
の
助
教
授
に
な
っ
た
。
一
九
六
七
年
、
い
ち

ど
人
文
研
の
研
究
会
で
発
表
し
な
い
か
と
言
わ
れ
、

研
究
会
へ
の
参
加
が
許
さ
れ
た
。
当
時
、
人
文
研
で

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
術
調
査
隊
の
派
遣
を
計
画
し
て
い

た
。
私
に
は
、
先
進
地
域
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
腑
に
お

ち
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
梅
棹
さ
ん
に
ど
う
い
う
仮
説

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
調
査
す
る
の
か
と
聞
い
た
。
そ
の

と
き
梅
棹
さ
ん
は
「
仮
説
が
あ
っ
て
そ
の
検
証
に
行

く
の
な
ら
、な
に
も
わ
れ
わ
れ
が
行
く
必
要
は
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
に
手
紙
を
出
し
て
聞
け
ば
い
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
調
査
に
行
く
の
は
、
行
っ
て
見
て
み

な
い
と
分
か
ら
な
い
も
の
を
探
し
に
行
く
の
や
」
と

言
わ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

の
神
髄
だ
と
お
も
っ
た
。

　

人
文
研
の
梅
棹
共
同
研
究
会
に
は
谷
泰
さ
ん
も
参

加
し
て
お
り
、
刺
激
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一

番
の
面
白
さ
は
研
究
員
が
喧
々
諤
々
と
議
論
し
て
い

く
中
で
、
学
問
が
組
み
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

一
九
七
三
年
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
に
「
国
際
登
山
探
検
文

献
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
が

担
当
す
る
理
事
と
な
り
前
田
司
さ
ん
と
そ
の
事
業
を

は
じ
め
た
。
そ
の
設
立
趣
意
書
の
添
削
を
梅
棹
さ
ん

に
お
願
い
し
た
。
梅
棹
さ
ん
の
研
究
室
で
、
下
書
き

し
て
い
っ
た
趣
意
書
を
徹
底
的
に
書
き
直
さ
れ
た
。

主
語
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
で
き
る
か
ぎ
り
平
明
に

短
い
文
章
で
書
く
こ
と
、
訓
読
す
る
漢
字
を
な
る
べ

く
使
わ
な
い
こ
と
な
ど
、
本
当
に
手
を
と
っ
て
教

わ
っ
た
。
ま
た
梅
棹
さ
ん
は
、
そ
の
資
金
を
日
本
万

国
博
覧
会
記
念
協
会
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
に
尽
力
し

て
く
だ
さ
っ
た
。

　

一
九
七
四
年
、
梅
棹
さ
ん
は
創
設
さ
れ
た
国
立
民

族
学
博
物
館
の
館
長
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
年
後
に

私
は
「
民
博
に
来
な
い
か
」
と
誘
い
を
受
け
た
。

　

私
が
民
博
に
着
任
し
た
の
は
一
九
七
六
年
一
〇
月

で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、多
忙
な
館
長
の
仕
事
の
間
に
、

梅
棹
さ
ん
と
は
、
い
ろ
い
ろ
と
山
と
山
仲
間
の
話
を

し
た
。
そ
の
中
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
梅

棹
さ
ん
は
、
終
始
「
私
は
三
高
山
岳
部
の
メ
ン
バ
ー

で
あ
っ
た
が
、
京
大
山
岳
部
の
Ｏ
Ｂ
で
は
な
い
。
京

大
山
岳
部
と
は
無
縁
の
存
在
だ
」
と
話
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
制
の
京
都
大
学
山
岳
部
に

は
、
あ
え
て
困
難
な
岩
壁
を
登
る
こ
と
だ
け
を
志
向

す
る
新
し
い
ア
ル
ピ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
梅
棹
さ
ん
は
そ
の
よ
う
な
山
登
り
に
は

組
し
な
か
っ
た
。
み
ず
か
ら
も
会
員
で
あ
る
Ａ
Ａ
Ｃ

Ｋ
の
中
に
流
れ
て
い
る
、
山
全
体
を
対
象
と
し
て
、

山
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
山
を
登
ろ
う
と
し
た
精

神
に
大
き
な
共
感
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
梅
棹
さ

ん
が
終
生
、
偉
大
な
先
輩
と
し
て
仰
い
で
い
た
今
西

錦
司
さ
ん
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

民
博
に
は
評
議
員
会
と
い
う
最
高
意
思
決
定
機
関

が
あ
っ
た
。評
議
員
会
の
会
長
は
桑
原
武
夫
さ
ん
で
、
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今
西
錦
司
さ
ん
と
中
尾
佐
助
さ
ん
が
評
議
員
会
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
民
博
の
根
底
に
は
、
梅
棹
さ
ん

と
山
仲
間
た
ち
の
、
民
博
を
支
え
よ
う
と
す
る
同
志

的
結
合
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　

梅
棹
さ
ん
と
の
関
係
の
中
で
忘
れ
ら
れ
な
い
人
が

い
る
。
そ
れ
は
梅
棹
さ
ん
の
学
術
秘
書
と
も
い
う
べ

き
宇
治
日
出
二
郎
さ
ん
で
あ
る
。
当
時
、
宇
治
さ
ん

は
千
里
文
化
財
団
の
調
査
・
研
究
部
門
を
担
当
し
て

い
た
。千
里
文
化
財
団
に
は
、い
ろ
い
ろ
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
企
画
が
依
頼
さ
れ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お

さ
ず
梅
棹
さ
ん
へ
の
企
画
の
依
頼
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
と
き
に
若
手
の
研
究
者
が
呼
び
集
め
ら
れ
て

「
知
恵
出
し
会
」
と
呼
ば
れ
る
研
究
会
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
研
究
会
で
は
、
梅
棹
さ
ん
や
若
手
研
究
者
が
自

由
に
議
論
を
交
わ
し
た
。
一
週
間
も
す
る
と
、
わ
れ

わ
れ
が
自
由
奔
放
に
話
し
た
こ
と
が
、
じ
つ
に
見
事

な
筋
の
通
っ
た
報
告
書
と
な
っ
て
出
来
あ
が
っ
て
き

た
。
そ
れ
は
研
究
会
に
司
会
役
と
し
て
参
加
し
て
い

た
宇
治
さ
ん
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
宇
治
さ
ん
が
梅
棹
さ
ん

の
考
え
方
を
、
ふ
か
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た

と
思
う
。
そ
の
宇
治
さ
ん
は
今
西
錦
司
さ
ん
の
ご
子

息
で
あ
っ
た
。

　

一
九
八
五
年
ブ
ー
タ
ン
を
研
究
し
て
い
た
私
が
、

京
都
大
学
ブ
ー
タ
ン
ヒ
マ
ラ
ヤ
学
術
調
査
隊
の
副
隊

長
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
了
承
を
得
る
た
め

に
、
こ
の
隊
の
隊
長
で
あ
る
堀
了
平
さ
ん
が
、
民
博

に
梅
棹
さ
ん
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
た
。
梅
棹
さ
ん
は
ひ

と
通
り
計
画
を
聞
い
た
あ
と
、「
栗
田
、
出
番
や
」

と
ひ
と
こ
と
い
わ
れ
た
。
学
術
調
査
や
登
山
隊
に
対

し
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
理
解
の
あ
る
先
輩
が
あ
る

だ
ろ
う
か
と
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
一
九
八
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
梅
棹
さ

ん
は
「
今
年
の
夏
、
い
ま
一
度
、
立
山
に
登
っ
て
み

た
い
」
と
言
い
だ
し
た
。
梅
棹
さ
ん
は
「
山
登
り
は

ゆ
っ
く
り
し
た
歩
調
で
、
一
歩
一
歩
登
っ
て
ゆ
け

ば
、
そ
の
内
に
頂
上
に
着
く
」
と
話
し
て
い
た
。
こ

の
計
画
を
実
行
す
る
た
め
に
は
、
現
役
山
岳
部
員
に

手
伝
っ
て
も
ら
お
う
と
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
三

月
十
二
日
、
梅
棹
さ
ん
は
突
然
視
力
を
失
っ
た
。

　

私
は
梅
棹
さ
ん
と
立
山
に
登
る
機
会
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

失
明
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
梅
棹
さ
ん
は
失
意
の

う
ち
に
過
ご
し
て
い
た
。
し
か
し
中
央
公
論
社
の
嶋

中
鵬
二
社
長
が
、
こ
の
よ
う
な
病
を
得
た
こ
と
は
、

梅
棹
さ
ん
の
今
ま
で
の
業
績
を
整
理
す
る
絶
好
の
機

会
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
て
は
ど
う
か
と
言
い
出
さ

れ
た
。
そ
こ
で
梅
棹
さ
ん
は
、
敢
然
と
著
作
集
の
編

集
に
乗
り
出
し
た
。
私
は
そ
の
第
一
巻
『
探
検
の
時

代
』
の
編
集
を
担
当
し
た
。
こ
の
巻
に
は
、
梅
棹
さ

ん
が
中
学
校
の
時
代
に
登
っ
た
京
都
の
北
山
、
三
高

時
代
、
仲
間
と
と
も
に
第
二
松
花
江
の
源
流
を
発
見

し
た
白
頭
山
で
の
探
検
の
記
録
な
ど
を
収
録
し
た
。

梅
棹
さ
ん
は
こ
の
著
作
集
の
編
集
を
通
じ
て
、
若
い

日
に
登
っ
た
山
や
ま
へ
の
追
想
を
楽
し
ん
で
い
た
。

　

梅
棹
さ
ん
は
一
九
九
三
年
、
民
博
館
長
を
任
期
満

了
で
退
任
さ
れ
た
。
そ
し
て
私
は
二
〇
〇
三
年
、
民

博
を
定
年
退
官
し
た
。

　

二
〇
〇
三
年
、
梅
棹
さ
ん
は
滋
賀
県
東
近
江
市
に

あ
る
「
西
堀
栄
三
郎
記
念　

探
検
の
殿
堂
」
に
、
日

本
を
代
表
す
る
五
〇
人
の
探
検
家
の
ひ
と
り
と
し
て

殿
堂
入
り
し
た
。
こ
の
地
に
「
探
検
の
殿
堂
」
が

一
九
九
四
年
に
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
西
堀
栄
三
郎
さ

ん
の
先
祖
が
、こ
の
地
の
出
身
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
九
年
九
月
、
斎
藤
惇
生
さ
ん
の
誘
い
で
中

国
側
か
ら
白
頭
山
に
登
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
は
梅

棹
さ
ん
を
訪
ね
て
、
こ
れ
か
ら
白
頭
山
に
登
り
に
ゆ

き
ま
す
と
話
に
行
っ
た
。
そ
し
て
帰
っ
て
か
ら
の

一
〇
月
、
ふ
た
た
び
梅
棹
さ
ん
を
訪
ね
て
現
在
の
白

頭
山
の
様
子
を
報
告
し
た
。
梅
棹
さ
ん
は
驚
く
べ
き

記
憶
力
で
、
六
十
九
年
前
の
白
頭
山
の
話
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
。

　

こ
れ
が
一
九
六
二
年
の
三
高
会
館
以
来
、
四
十
八
年

間
続
い
た
梅
棹
さ
ん
と
の
最
後
の
語
ら
い
で
あ
っ
た
。

梅
棹
忠
夫
氏
略
年
譜

（
お
も
な
海
外
調
査
と
山
関
係
の
業
績
を
中
心
と
し
て
）

一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
〇
歳

	

六
月
一
三
日　

京
都
市
上
京
区
に
て
出

生
。

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
）
一
二
歳

	

四
月　

京
都
府
立
京
都
第
一
中
学
校
に
入

学
。
博
物
同
好
会
に
入
部
。
九
月
山
岳
部

に
も
入
部
。

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
）
一
四
歳

	

一
二
月
「
山
城
三
十
山
」
の
改
訂
作
業
が

終
わ
り
、
そ
の
山
岳
誌
『
山
城
三
十
山
記　

上
篇
』（
大
橋
秀
一
郎
編
）が
発
行
さ
れ
た
。

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
年
）
一
五
歳

	

七
月
一
六
日
『
山
城
三
十
山
記　

下
篇
』

を
編
集
・
発
行
。

一
九
三
六
年
（
昭
和
一
一
年
）
一
六
歳
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三
月　

京
都
府
立
京
都
第
一
中
学
校
第
四

学
年
修
了
。

	
四
月　

第
三
高
等
学
校
理
科
甲
類
に
入

学
。
山
岳
部
に
入
部
す
る
。

一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
年
）
一
九
歳

	

一
月　

京
都
探
検
地
理
学
会
に
入
会
。

一
九
四
〇
年
（
昭
和
一
五
）
年
）
二
〇
歳

	

七
月
二
五
日　

第
三
高
高
等
学
校
山
岳
部

員
と
し
て
、
伴
豊
、
藤
田
和
夫
と
と
も
に
、

朝
鮮
半
島
、
咸
鏡
北
道
お
よ
び
咸
鏡
南
道

の
山
や
ま
を
あ
る
く
。
冠
帽
峰
連
山
、
魔

天
嶺
山
脈
を
こ
え
て
白
頭
山
に
登
頂
。
北

面
を
く
だ
り
第
二
松
花
江
源
流
を
確
認
。

安
図
県
（
当
時
の
満
州
国
間
島
省
―
現
在

の
中
華
人
民
共
和
国
吉
林
省
）
を
へ
て
新

京
（
現
在
の
中
国
吉
林
省
長
春
）
に
い
た

る
。
九
月
四
日
帰
洛
。

	

一
二
月
二
四
日　

京
都
探
検
地
理
学
会

樺
太
踏
査
隊
（
隊
長
藤
本
武
）
に
参
加
。

イ
ヌ
ぞ
り
の
性
能
調
査
を
お
こ
な
う
。

一
九
四
一
年
一
月
中
旬
帰
洛
。　

一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
二
一
歳

	

三
月　

第
三
高
等
学
校
卒
業
（
理
科
甲

類
）。

	

四
月　

京
都
帝
国
大
学
理
学
部
に
入
学
。

主
と
し
て
動
物
学
を
専
攻
。

	

七
月
一
四
日　

京
都
探
検
地
理
学
会
ポ
ナ

ペ
島
調
査
隊
（
隊
長
今
西
錦
司
）
に
参
加
。

パ
ラ
オ
、
ト
ラ
ッ
ク
、
ポ
ナ
ペ
、
ク
サ
イ
、

ヤ
ル
ー
ト
の
各
島
を
歴
訪
。
七
月
二
九
日

以
降
は
ポ
ナ
ペ
島
の
生
態
学
的
調
査
を
お

こ
な
う
。
ト
ラ
ッ
ク
、サ
イ
パ
ン
を
へ
て
、

一
〇
月
八
日
横
浜
に
帰
着
。

一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
年
）
二
二
歳

	

五
月　

北
部
大
興
安
嶺
探
検
隊
（
隊
長
今

西
錦
司
）
に
参
加
。
そ
の
支
隊
（
支
隊
長

川
喜
田
二
郎
）
の
一
員
と
し
て
脊
梁
山
脈

ぞ
い
の
白
色
地
帯
の
突
破
に
成
功
。
七
月

帰
国
。

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
二
三
歳

	

九
月　

京
都
帝
国
大
学
理
学
部
卒
業
（
主

と
し
て
動
物
学
を
専
攻
）。
卒
業
論
文
は

「
黒
竜
江
上
流
の
魚
類
群
聚
」。

	

一
〇
月　

京
都
帝
国
大
学
理
学
部
大
学
院

に
入
学
。
特
別
研
究
生
と
な
る
。
動
物
学

教
室
第
二
講
座
に
所
属
し
、
宮
地
伝
三
郎

助
教
授
の
指
導
を
う
け
、
動
物
生
態
学
を

専
攻
す
る
。
一
九
四
五
年
九
月
前
期
二
年

を
修
了
。

	

こ
の
年
の
秋
、
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
（
の
ち
の
社
団

法
人
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
）
に
入
会
。

一
九
四
四
年
（
昭
和
一
九
年
）
二
四
歳

	

五
月
初
旬
、
今
西
錦
司
、
藤
枝
晃
と
と
も

に
中
国
大
陸
に
わ
た
り
、
当
時
の
蒙
古
自

治
邦
政
府
所
在
地
の
張
家
口
市
に
あ
っ
た

財
団
法
人
蒙
古
善
隣
協
会
西
北
研
究
所
の

嘱
託
と
な
る
。

	

六
月
九
日　

愛
新
覚
羅
連
紘
と
と
も
に
張

家
口
を
出
発
。
チ
ャ
ハ
ル
盟
粛
親
王
府
牧
場

に
到
着
し
、
約
一
カ
月
滞
在
す
る
。
同
牧
場

に
て
モ
ン
ゴ
ル
語
お
よ
び
乗
馬
術
を
習
得
。

	

九
月
六
日　

チ
ャ
ハ
ル
盟
お
よ
び
シ
リ
ン

ゴ
ル
盟
の
モ
ン
ゴ
ル
牧
畜
調
査
に
出
発
。

隊
長
今
西
錦
司
、
隊
員
加
藤
奉
安
、
酒
井

行
雄
、中
尾
佐
助
、和
崎
洋
一
、梅
棹
忠
夫
。

以
後
、
粛
親
王
府
牧
場
を
へ
て
、
チ
ャ
ハ

ル
盟
を
北
上
し
、
グ
ン
シ
ャ
ン
ダ
ク
砂
丘

群
を
横
断
し
て
ス
ニ
ト
部
に
は
い
る
。
今

西
、
中
尾
、
梅
棹
は
外
モ
ン
ゴ
ル
と
の
国

境
に
達
し
、
ひ
き
か
え
す
。
南
下
し
て
ふ

た
た
び
チ
ャ
ハ
ル
盟
に
は
い
り
、上
都（
ア

ト
ー
チ
ン
）
旗
よ
り
東
に
む
か
い
、
粛
親

王
府
牧
場
に
到
着
。
一
九
四
五
年
二
月

二
六
日
、
張
家
口
西
北
研
究
所
に
帰
着
。

一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
二
五
歳

	

八
月
一
五
日　

終
戦
。

	

八
月
二
一
日　

無
蓋
貨
車
に
て
張
家
口
を

脱
出
。
二
三
日
天
津
着
。

	

一
二
月　

北
京
に
移
動
。
重
要
物
資
管
理

組
合
理
事
長
の
斎
藤
茂
一
郎
の
邸
宅
の
一

室
に
今
西
錦
司
と
と
も
に
寄
宿
。

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
二
六
歳

	

五
月
上
旬　

北
京
在
留
日
本
人
帰
国
者
と

と
も
に
塘た

ん
く
う沽
に
集
結
。
ア
メ
リ
カ
軍
上
陸

用
舟
艇
に
よ
り
帰
国
。佐
世
保
に
上
陸
し
、

京
都
に
か
え
る
。

	

五
月
一
五
日　

京
都
帝
国
大
学
理
学
部
動

物
学
教
室
に
復
帰
。
大
学
院
に
再
入
学
。

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
二
八
歳

	

こ
の
年
、
自
然
史
学
会
の
設
立
と
と
も
に

入
会
、
常
任
委
員
と
な
る
。

一
九
四
九
年
（
昭
和
二
四
年
）
二
九
歳

	

四
月
三
〇
日　

大
阪
市
立
大
学
助
教
授

（
理
工
学
部
生
物
学
教
室
）
と
な
る
。

	

九
月
九
日　

京
都
府
山
岳
連
盟
の
屋
久
島

踏
査
隊
に
参
加
。
隊
長
は
今
西
錦
司
、
隊
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員
は
西
岡
一
雄
と
梅
棹
の
ふ
た
り
。
鹿
児

島
か
ら
七
島
丸
と
い
う
船
で
種
子
島
の
西

之
表
港
を
へ
て
、
屋
久
島
の
安
房
港
に
到

着
。
宮
之
浦
岳
に
登
頂
。
下
屋
久
村
の
尾

ノ
間
を
へ
て
、
栗
生
か
ら
上
屋
久
村
の
永

田
、
一
湊
、
宮
之
浦
と
島
を
一
周
す
る
。

一
〇
月
上
旬
帰
洛
。

一
九
五
二
年
（
昭
和
二
七
年
）
三
二
歳

	

二
月
一
〇
日　

Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
が
マ
ナ
ス
ル
登

山
計
画
を
日
本
山
岳
会
に
委
譲
し
た
こ

ろ
、
日
本
山
岳
会
に
入
会
。
マ
ナ
ス
ル
計

画
に
参
加
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

	

こ
の
年
の
夏
、
肺
結
核
の
診
断
を
う
け
、

自
宅
に
て
二
年
間
の
療
養
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
。

一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
年
）
三
五
歳

	

五
月
一
四
日　

京
都
大
学
カ
ラ
コ
ラ
ム
・

ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
（
隊
長
木
原

均
）
に
参
加
。
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
支
隊
人
類

学
班
（
班
長
岩
村
忍
）
に
属
し
、
モ
ゴ
ー

ル
族
の
調
査
研
究
を
中
心
に
お
こ
な
う
。

自
動
車
で
カ
ー
ブ
ル
か
ら
カ
イ
バ
ル
峠
を

こ
え
、
北
イ
ン
ド
を
横
断
し
て
カ
ル
カ
ッ

タ
ま
で
も
ど
る
（
同
行
者
Ｆ
・
シ
ュ
ル

マ
ン
、
Ｅ
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
）。
一
一
月

一
一
日
帰
国
。

一
九
五
六
年
（
昭
和
三
一
年
）
三
六
歳

	

九
月
一
七
日　
『
モ
ゴ
ー
ル
族
探
検
記
』

（
岩
波
書
店
）。

	

一
〇
月
二
五
日　
『
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の

旅
』（
岩
波
写
真
文
庫
）。

一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
年
）
三
七
歳

	

二
月
一
日　
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」

を
『
中
央
公
論
』
二
月
号
に
発
表
。

	

一
〇
月
二
九
日　

第
一
次
大
阪
市
立
大
学

東
南
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊
に
隊
長
と
し
て

参
加
（
タ
イ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
南
ベ
ト
ナ

ム
、
ラ
オ
ス
）。
一
九
五
八
年
四
月
一
六

日
帰
国
。

一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）
四
〇
歳

	

一
一
月
二
五
日　
『
日
本
探
検
』（
中
央
公

論
社
）

一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
年
）
四
一
歳

	

三
月　

大
阪
市
立
大
学
・
京
都
大
学
合
同

の
カ
カ
ボ
・
ラ
ジ
登
山
探
検
隊
の
隊
長
と

し
て
準
備
に
か
か
っ
た
が
、
ビ
ル
マ
政
府

の
許
可
が
と
れ
ず
実
現
し
な
か
っ
た
。

	

一
二
月
五
日　

第
二
次
大
阪
市
立
大
学
東

南
ア
ジ
ア
学
術
調
査
隊（
隊
長
岩
田
慶
治
）

に
参
加
し
、北
タ
イ
の
調
査
を
お
こ
な
う
。

の
ち
単
独
で
ビ
ル
マ
、
東
パ
キ
ス
タ
ン
、

イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
を
踏
査
。
一
九
六
二

年
二
月
七
日
帰
国
。

一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
年
）
四
三
歳

	

七
月
六
日　

京
都
大
学
ア
フ
リ
カ
学
術
調

査
隊
（
隊
長
今
西
錦
司
）
に
参
加
し
て
、

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
牧
畜
民
ダ
ト
ー
ガ
族
の
人

類
学
的
調
査
を
お
こ
な
う
。
一
九
六
四
年

三
月
二
四
日
帰
国
。

一
九
六
四
年
（
昭
和
三
九
年
）
四
四
歳

	

一
二
月
七
日　

発
足
し
た
ば
か
り
の
日
本

ネ
パ
ー
ル
文
化
協
会
（
一
九
七
二
年
六
月

二
四
日
、
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
に
名
称

変
更
）
に
入
会
、
評
議
員
に
選
ば
れ
る
。

一
九
八
四
年
以
降
は
顧
問
。

一
九
六
五
年
（
昭
和
四
〇
年
）
四
五
歳

	

八
月
一
日　

京
都
大
学
助
教
授
（
人
文
科

学
研
究
所
）
と
な
る
。
今
西
錦
司
教
授
の

あ
と
を
う
け
て
社
会
人
類
学
部
門
を
担
当

し
、
共
同
研
究
班
を
組
織
す
る
。

	

一
一
月
一
日　
『
サ
バ
ン
ナ
の
記
録
』（
朝

日
新
聞
）。

一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
年
）
四
七
歳

	

六
月
一
四
日　

第
一
次
京
都
大
学
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
学
術
調
査
隊
（
隊
長
桑
原
武
夫
）

に
参
加
。
主
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ス
ク

地
方
で
農
村
調
査
を
し
た
の
ち
、
自
動
車

で
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
ア
ン
ド
ラ
、

フ
ラ
ン
ス
を
旅
行
。一
〇
月
一
二
日
帰
国
。

一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
年
）
四
八
歳

	

三
月
四
日　

京
都
大
学
大
サ
ハ
ラ
学
術
調

査
隊
（
隊
長
山
下
孝
介
）
に
参
加
。
リ
ビ

ア
で
牧
畜
民
の
調
査
研
究
を
お
こ
な
う
。

四
月
九
日
帰
国
。

	

六
月　

日
本
万
国
博
覧
会
世
界
民
族
資
料

調
査
収
集
団
を
編
成
、万
国
博
覧
会
テ
ー

マ
館
用
の
民
族
資
料
の
収
集
を
指
揮
す
る
。

一
九
六
九
年
（
昭
和
四
四
年
）
四
九
歳

	

四
月
一
日　

京
都
大
学
教
授
（
人
文
科
学

研
究
所
）
に
昇
任
。
社
会
人
類
学
部
門
を

担
当
。

	

六
月
二
五
日　

第
二
次
京
都
大
学
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
学
術
調
査
隊
（
隊
長
会
田
雄
次
）

に
参
加
。
谷
泰
、
野
村
雅
一
と
と
も
に
中

部
イ
タ
リ
ア
の
山
村
で
調
査
。
そ
の
あ
と

ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
ツ
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ル
ナ
・
ゴ
ー
ラ
地
方
の
ド
ル
ミ
ト
ー
ル
山

群
で
調
査
。
九
月
二
七
日
帰
国
。

	
七
月
二
一
日　
『
知
的
生
産
の
技
術
』（
岩

波
書
店
）。

一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
五
年
）
五
〇
歳

	

五
月　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
の
第
一
回
サ
ン
ケ

イ
・
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
プ
ラ
ン
の
審
査

委
員
と
な
る
。
以
後
一
九
七
三
年
ま
で
、

毎
年
そ
の
審
査
に
あ
た
る
。

一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
年
）
五
一
歳

	

九
月
一
〇
日　

日
本
万
国
博
覧
会
記
念
協

会
評
議
員
。

一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
年
）
五
四
歳

	

六
月
七
日　

国
立
民
族
学
博
物
館
が
創

設
さ
れ
、
そ
の
初
代
館
長
に
就
任
（
〜

一
九
九
三
年
三
月
三
一
日
）。

一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
年
）
六
四
歳

	

三
月　

白
馬
村
国
際
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
協

会
顧
問
。

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
年
）
六
六
歳

	

三
月
一
二
日　

視
力
を
失
う
。
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
球
後
視
神
経
炎
と
診
断
さ
れ
る
。

一
九
八
七
年　
（
昭
和
六
二
年
）
六
七
歳

　
　
　
　

七
月　

フ
ラ
ン
ス
国
パ
ル
ム
・
ア
カ
デ

ミ
ー
ク
勲
章
コ
マ
ン
ド
ゥ
ー
ル
章
受
章
。

一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
）
六
八
歳

	

一
月
二
九
日　

昭
和
六
二
年
度
朝
日
賞
受

賞
。

	

五
月
二
六
日　

紫
綬
褒
章
受
章
。

一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
六
九
歳

	

一
〇
月
二
〇
日
よ
り　
「
梅
棹
忠
夫
著
作

集
」
の
刊
行
は
じ
ま
る
。
全
二
二
巻
、
別

巻
一
（
〜
一
九
九
四
年
六
月
）。

一
九
九
〇
年
（
平
成
二
年
）
七
〇
歳

	

国
際
交
流
基
金
賞
受
賞
。

一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
）
七
一
歳

	

一
一
月
三
日　

文
化
功
労
者
と
し
て
顕
彰

さ
れ
る
。

一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
）
七
二
歳

	

一
〇
月
一
日　
「
西
堀
栄
三
郎
記
念　

探

検
の
殿
堂
」
探
検
家
選
考
委
員
会
委
員
。

一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
七
三
歳

	

三
月
三
日　

国
立
民
族
学
博
物
館
長
を
任

期
満
了
に
よ
り
退
任
し
退
官
。
同
名
誉
教

授
と
な
る
。

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）
七
四
歳

	

六
月
一
二
日　

京
都
北
山
、
雲
ケ
畑
川
源

流
の
京
一
中
小
屋
跡
に
、
今
西
錦
司
の
記

念
碑
が
つ
く
ら
れ
、そ
の
除
幕
式
に
出
席
。

一
一
月
三
日　

文
化
勲
章
受
章
。

一
九
九
五
年
（
平
成
一
五
年
）
七
五
歳

	
一
〇
月　

京
都
市
名
誉
市
民
。

	

一
〇
月
一
四
日　

日
本
山
岳
会
名
誉
会
員

と
な
る
。

	

一
一
月　

勲
一
等
瑞
宝
章
受
章
。

一
九
九
六
年
（
平
成
一
六
年
）
七
六
歳

	

一
月　

京
都
大
学
名
誉
教
授
。

二
〇
〇
一
年
（
平
成
二
一
年
）
八
一
歳

	

日
本
山
岳
会
の
永
年
会
員
と
し
て
表
彰
。

一
〇
月
二
七
日　

信
州
大
学
山
岳
科
学
総
合
研
究
所

設
立
前
の
山
岳
科
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
特
別

講
演
「
山
と
学
問
」
を
お
こ
な
う
。

二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
六
年
）
八
二
歳

	

国
際
山
岳
年
国
内
委
員
会
の
特
別
顧
問
。

	

八
月
二
五
日　

富
山
に
て
、
国
際
山
岳
年

記
念
「
立
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
て
記
念
講

演
「
登
山
と
観
光
開
発
」
を
お
こ
な
う
。

	

一
一
月
一
六
日　

大
阪
に
て
、
国
際
山
岳

年
日
本
委
員
会
の
事
業
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

山
と
の
出
あ
い

─
日
本
百
名
山
が
問
い

か
け
る
も
の
」
に
て
基
調
講
演
「
山
と
文

明
」
を
お
こ
な
う
。

二
〇
〇
三
年
（
平
成
一
五
年
）
八
三
歳

	

二
月
二
三
日　
「
西
堀
栄
三
郎
記
念　

探

検
の
殿
堂
」
に
探
検
家
と
し
て
顕
彰
さ
れ

る
。

二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
一
年
）
八
九
歳

	

七
月
五
日　
『
山
を
た
の
し
む
』（
山
と
溪

谷
社
）。

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
九
〇
歳

	

七
月
三
日　

老
衰
に
よ
り
逝
去
。

「
梅
棹
忠
夫
著
作
集
」
別
巻
『
年
譜　

総
索
引
』（
中

央
公
論
社
）、『
山
を
た
の
し
む
』（
山
と
溪
谷
社
）、『
ヒ

マ
ラ
ヤ
へ
の
道

─
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
の
五
十

年
』
よ
り
栗
田
靖
之
作
成
。
国
立
民
族
学
博
物
館
梅

棹
資
料
室
・
三
原
喜
久
子
監
修
。

発
行
日
　
二
〇
一
一
年
三
月
一
〇
日
　

発
行
者
　
京
都
大
学
学
士
山
岳
会
　
会
長
　
上
田
　
豊

発
行
所
　	

〒
六
〇
六
―
八
五
〇
一	

京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町（
総
合
研
究
二
号
館
四
階
）

　
　
　
　	

京
都
大
学
大
学
院
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究

研
究
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
田
晋
也
　
気
付

編
集
人
　
前
田
　
司

製
　
作
　
京
都
市
北
区
小
山
西
花
池
町
一
―
八

　
　
　
　
㈱
土
倉
事
務
所
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図
書
紹
介

　

山
を
た
の
し
む　

梅
棹
忠
夫
著

　

本
誌
別
冊
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
追
悼
文
中
に
何

人
も
の
か
た
が
こ
の
著
書
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。

　

氏
の
著
作
の
ほ
と
ん
ど
は
「
梅
棹
忠
夫
著
作
集
」

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
刊
行
後
に
山
や
探
検
に

関
し
て
講
演
さ
れ
た
折
の
原
稿
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ

た
文
に
、
あ
た
ら
し
く
企
画
さ
れ
た
二
本
の
座
談
記

録
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
こ
の
著
書
。
し
か
し

多
数
の
著
書
を
も
の
に
さ
れ
て
い
る
氏
で
は
あ
る

が
、
こ
の
本
が
山
や
探
検
に
関
す
る
初
め
て
の
単
行

本
と
は
少
々
驚
く
。

　

本
書
は
書
き
溜
め
て
お
ら
れ
た
原
稿
の
採
録
が
中

心
で
あ
る
の
で
、
氏
の
山
や
探
検
に
対
す
る
思
想
が

く
り
か
え
し
出
て
く
る
が
、
読
み
終
え
る
と
す
っ
か

り
梅
棹
イ
ズ
ム
に
感
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ん
と
も

ま
あ
、
巧
妙
な
洗
脳
書
で
あ
る
。

　

戦
前
の
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
最
後
の
会
員
と
自
負
さ
れ
る
著

者
な
る
が
ゆ
え
に
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｋ
へ
の
熱
き
思
い
も
各
所

に
語
ら
れ
て
い
る
。
ぜ
ひ
一
読
願
い
た
い
。

梅棹忠夫氏のフィールドノート
―2011 年春特別展「ウメサオタダオ展」展示品の一部　　

写真提供：国立民族学博物館　広報企画室

山のスケッチ（1935）
梅棹は、中学四年生の夏やすみに、台高山脈と大峰山脈を友
人ら 3人とともに縦走した。スケッチブックには 9ページに
わたってパノラマで山なみがえがかれている。

未刊行原稿「樺太紀行」（1940）
梅棹は、京都探検地理学会のカラフト踏査に参加し、みずか
らイヌぞりを実測して、その結果について本格的な論文をか
いた。そのほかに、刊行されなかった原稿ものこされている。
ローマ字運動に没頭するまえの文章である。

大興安嶺フィールドノート（1942）
梅棹は、京都帝国大学の北部大興安嶺探検隊に参加し、地図
上の空白地帯を踏査した。その際のフィールドノートには、
各種の鳥の声や、沢をわたる風の音が、採譜されている。

アフリカでのフィールドノート（1963 〜 64）
梅棹は、京都大学アフリカ学術調査隊に参加し、おもにエヤ
シ基地でダトーガ族の民族学的調査に従事した。そのさいの
フィールドノートはB5 サイズのノートとそれを半分に裁断
したものと合わせて 50 冊ほどのこっている。

山と渓谷社　2009 年刊　
定価 2,940 円

《B6判　366ページ》



◦開館時間：10：00 ～ 17：00（入館は16：30まで） 
◦休館日：毎週水曜日（ただし、5月4日（水・祝）は開館） 
◦無料観覧日：3月13日（日）、5月5日（木・祝） 
◦主催：国立民族学博物館 
◦協力：財団法人千里文化財団 
◦観覧料：一般420円（350円）、高校・大学生250円（200円）、小・中学生110円（90円）
　　　　　（　）は、20名以上の団体料金、大学等の授業でご利用の方、授業レポート等の作成を目的とする高校生、3 ヶ月以内のリピーター、満65歳以上の方の割引料金（要証明書等） 
　　　　　大学生は、短大、大学、大学院、専修学校の専門課程 
　　　　　自然文化園（有料区域）を通行される場合は、自然文化園各ゲート脇の券売機で当館（国立民族学博物館）の観覧券をお買い求めください。同園内を無料で通行できます。 
　　　　　障害者手帳をお持ちの方は、付添者1名とともに、無料で観覧できます。 
　　　　　毎週土曜日は、小学生・中学生・高校生は無料で観覧できます。ただし、自然文化園を通行される場合は、同園の入園料が別途必要です。 
　　　　　お問い合わせ先：国立民族学博物館　〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1 TEL 06-6876-2151

ウメサオタダオ展―知的先覚者の軌跡
　国立民族学博物館を創設し、初代館長をつとめた
梅棹忠夫は、つねに分野をこえて、平易なことばで、
斬新な知見をしめしてきました。本特別展ではか
れの足跡をたどりながら、その思想の先見性や実
効力をあらためて発見していただきます。タイト
ルのウメサオタダオというカタカナ書きは、そう
した先覚性や革新性をあらわしています。
　名著『知的生産の技術』（1969 年岩波新書）がで
きるまでの、カード、こざね（メモの連なり）、直
筆原稿など、すべてを初公開します。また、著作
集全 22 巻をおもにとりあげ、どのような観察記録
から生まれたものかを復原します。
　日本のいかなる問題も、もはや日本だけで解決
することのできない現代において、わたしたちに
もっとも必要なことのひとつは、世界に対する好
奇心ではないでしょうか。
　あくなき好奇心を発揮し、世界をあるき、ひら
めきをのがさず、未来を想像し、文明論を構築し
ていった、知的先覚者の軌跡。それは、みなさん
一人ひとりに、混迷の時代をこえて未来をつくる
羅針盤をきっとしめしてくれるにちがいありませ
ん。ウメサオ流世界のあるきかたのツボを、どうぞ、
つかまえにきてください。

1963-’64 年　京都大学アフリカ学術調査隊
人類班のエヤシ基地にて　隊員たちと

京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊の
個人装備用木箱とフィールド・ノート（フィール
ド・ノートは、モンゴル 1944-’46 年、アフガニ
スタン 1955 年、アフリカ 1963-’64 年のもの）	

『知的生産の技術』構想時の「こざね」（1960 年代）
梅棹は、要点を一枚ずつ小さな紙にかきつけ、それを
配列してホッチキスでとめて部品をつくり、文章にし
あげてゆく、という方法を提唱した。よろいを構成す
る部品の名前をとって、こざね法とよばれている。

モンゴル図譜（1944 ～’45年）	
梅棹は、蒙古善隣協会西北研究所のエクスペディショ
ンに参加し、A5判の画用紙に、おおくの生活用品を
えがいて記録している。これらのスケッチは、『有蹄
類動物之生態学的研究』などと偽装した箱にいれて無
事にもちかえることができた。

カナかなタイプライター（1973 年）	
梅棹は、1970 年以来、1台でカナ、かな、ローマ字
のうてる縦がき電動タイプライターの開発にかかわっ
た。商品化されなかったので、世界にこれ 1台しかな
い。（ブラザー工業株式会社所蔵）	

関連イベント
▪企画展

「民族学者　梅棹忠夫の眼」
会期：3月3日（木）～ 6月14日（火）	
開催場所：国立民族学博物館　本館展示場	

▪みんぱくゼミナール
開催日時：	3月19日（土）、4月16日（土）、	

5月21日（土）	

▪みんぱくウィークエンドサロン 
研究者と話そう
毎週日曜午後	

▪研究公演
開催日時：5月5日（木・祝）予定	
※要事前申込	

特別展

※詳しくは、国立民族学博物館ホームページ（http://www.minpaku.ac.jp/）をご覧下さい。


