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私
た
ち
が
学
生
旅
行
を
し
た
時
代
に
は
、
日
本
の
名
山
と
言
え
ば
、
殆
ん
ど
火
山
に
限
ら
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
て
い
た
、
富
士
山
に
さ
え
登
り
得
ら
る
れ
ば
、
あ
と
は
み
ん
な
、
そ
れ
よ
り
も
低
く
、
浅
く
、
小

さ
い
山
で
あ
る
か
ら
、
造
作
は
な
い
ぐ
ら
い
に
考
え
て
い
た
、
そ
の
こ
ろ
、
今
日
で
い
う
日
本
ア
ル
プ
ス

系
の
大
山
嶺
で
、
私
が
名
を
知
っ
て
い
た
も
の
は
、
立
山
御
嶽
な
ど
い
う
火
山
の
外
に
は
、
木
曾
の
駒
ヶ

岳
（
大
部
分
黒
雲
母
花
崗
岩
よ
り
成
る
）
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
っ
た
、
い
ま
憶
い
出
し
て
も
笑
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
時
代
、
或ある
地
理
書
の
山
岳
高
度
表
で
、
富
士
山
の
次
に
、
白
峰
だ
の
赤
石
山
だ

の
と
い
う
、
よ
ほ
ど
高
そ
う
な
山
の
名
を
見
て
何ど
処こ
に
あ
る
山
岳
だ
か
、
一
向
見
当
が
つ
か
な
い
、
学
校

の
教
員
も
友
人
も
、
誰
も
知
っ
て
い
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
私
は
讃
岐
さ
ぬ
き
の
産
れ
で
、
国
に
は
崇
徳
上
皇
の
御
陵
の
あ
る
白
峰
と
い
う 

阜  

陵 

ふ
り
ょ
う

が
あ
る
、
上
田
秋
成
の

『
雨
月
物
語
』
や
、
露
伴
氏
の
作
と
し
て
、
か
な
り
評
判
の
あ
っ
た
『
二
日
物
語
』
は
、
こ
の
白
峰
に
取

材
が
し
て
あ
る
が
、
ま
さ
か
、
あ
の
白
峰
じ
ゃ
あ
な
か
ろ
う
と
、
真
面
目
に
な
っ
て
考
え
こ
ん
だ
も
の
で

あ
る
。

　
志
賀
重
昂
氏
の
『
日
本
風
景
論
』
を
読
み
耽ふけ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
分
は
、
山
の
名
ぐ
ら
い
は
、
お
か
げ

で
少
し
知
っ
て
来
た
が
、
こ
の
本
は
、
火
山
岩
や
火
成
岩
の
山
岳
ば
か
り
を
書
い
て
、
水
成
岩
の
そ
れ
を
、
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全
部
省
略
し
て
あ
る
た
め
、
白
峰
や
赤
石
山
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
何
も
知
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
、
も

っ
と
も
同
書
の
「
花
崗
岩
の
山
岳
」
と
い
う
章
に
、
「
日
本
の
山
岳
中
、
火
山
岩
に
次
ぎ
、 

高  

邁 

こ
う
ま
い

な
る

は
花
崗
岩
に
属
し
（
秩
父
岩
よ
り
組
成
せ
る
甲
斐
の
白○

根○

山
系
を
除
く
）
」
と
あ
る
の
を
読
ん
で
、
甲
斐

に
白
根
な
ん
て
い
う
山
が
あ
る
か
し
ら
ん
と
思
っ
た
、
こ
の
白
根
と
白
峰
と
は
、
同
一
山
で
赤
石
山
系
中

の
最
高
点
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
は
多
少
山
岳
地
理
に
注
意
す
る
ぐ
ら
い
の
人
は
、
誰
で
も
知
っ

て
い
る
、
こ
れ
は
私
と
同
時
代
同
年
輩
の
人
た
ち
が
、
古
来
著
名
の
火
山
以
外
、
山
岳
に
つ
い
て
の
知
識

は
、
至
っ
て
貧
弱
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
迂
闊
う
か
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
一
例
と
し
て
、
挙
げ
て
置
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
今
日
で
は
、
日
本
ア
ル
プ
ス
大
山
系
も
、
南
は
赤
石
白
峰
連
嶺
、
中
央
は
木
曾
山
脈
、
北
は
濃

飛
高
原
か
ら
か
け
て
、
飛
騨
山
脈
に
至
る
ま
で
、
参
謀
本
部
の
陸
地
測
量
部
員
や
、
日
本
山
岳
会
会
員
に

よ
っ
て
、
縦
走
せ
ら
れ
て
、
前
人
未
踏
な
ど
い
う
聖
地
も
、
処
女
の
森
林
も
、
先
ず
絶
無
に
な
り
、
参
謀

本
部
の
五
万
分
一
図
も
、
こ
れ
ら
の
日
本
ア
ル
プ
ス
地
方
を
は
じ
め
、
山
岳
の
部
に
属
す
る
地
図
が
、
一

番
売
行
が
早
い
と
い
う
話
を
、
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
、
前
と
は
反
対
に
、
一
部
の
登
山
家
連
中
に

は
、
登
山
と
い
う
こ
と
は
、
水
成
岩
も
し
く
は
火
成
岩
の
、 

蜿  

蜒 

え
ん
え
ん

と
し
た
大
山
系
や
大
連
嶺
に
限
ら
れ

た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
、
火
山
は
浅
薄
で
張
合
の
な
い
も
の
と
し
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
傾
向
が
あ
る
、

そ
こ
で
私
は
「
火
山
風
景
論
」
を
草
し
て
、
火
山
風
景
の
特
色
に
説
き
及
ん
だ
が
、
私
か
ら
言
わ
せ
る
と
、
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火
山
に
登
っ
て
、
始
め
て
日
本
ア
ル
プ
ス
の
壮
大
が
了
解
せ
ら
れ
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
分
け
入
っ
て
、
始

め
て
火
山
の
美
麗
が
承
認
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
れ
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
、
日
本
山
岳
風
景
の
最
も
著
し
い
特
色
は
、
日
本
ア
ル
プ
ス
系
の
山
岳
と
富
士

帯
の
火
山
と
、
錯
綜
し
て
、
各
自
三
千 

米  

突 

メ
ー
ト
ル

前
後
の
大
岳
を
、
鋼
鉄
や
プ
ラ
チ
ナ
の
大
鎖
の
よ
う
に
、

綯な
い
交ま
ぜ
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
型
や
、
ア
ル
プ
ス
式
の
山
岳
地
と
、
比
較
す
る
と
、
向

う
に
あ
る
も
の
で
、
こ
っ
ち
に
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
と
反
対
に
、
こ
っ
ち
に
あ
っ
て
、
向
う

に
な
い
も
の
も
あ
る
、
そ
の
向
う
に
な
い
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
引
ッ
括くる
め
て
言
え
ば
、
水
成

火
成
、
ま
た
は
変
成
の
大
岩
塊
に
、
火
山
、
も
し
く
は
火
山
の
建
設
ま
た
は
破
壊
作
用
に
よ
っ
て
、
構
成

さ
れ
た
火
山
式
の
地
貌
が
、
合
体
し
て
、
組
成
し
た
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
日
本
山

岳
景
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
高
札
を
立
て
て
も
、
大
概
差
支
え
は
な
か
ろ
う
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

　
ヒ
マ
ラ
ヤ
型
や
、
ア
ル
プ
ス
式
の
山
の
よ
う
に
、
地
球
の
皮
の
凝
固
し
た
皺しわ
か
ら
成
り
立
っ
た
も
の
は
、

土
地
が
屈
曲
し
た
り
、
転
倒
し
た
り
す
る
こ
と
が
絶
え
な
い
限
り
は
、
到
る
と
こ
ろ
に
、
大
小
高
低
の
差

別
こ
そ
あ
れ
散
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
火
山
ば
か
り
は
、
今
日
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
火
山

線
の
、
通
過
す
る
筋
道
で
な
け
れ
ば
、
先
ず
噴
出
し
な
い
の
で
あ
る
、
日
本
が
火
山
国
と
言
っ
て
も
、
火

山
が
排
列
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
決
ま
っ
て
い
る
、
畿
内
や
山
陽
道
や
四
国
（
或
部
分
を
除
け
ば
）
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な
ど
は
、
火
山
岩
の
噴
出
は
あ
っ
て
も
、
火
山
と
し
て
目
す
べ
き
も
の
は
、
い
く
ら
も
な
い
、
そ
こ
で
日

本
の
火
山
線
の
最
も
大
な
る
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
富
士
帯
で
、
富
士
帯
の
大
幹
と
も
根
柢
と
も
い
う

べ
き
富
士
山
は
、
南
に
伊
豆
函
根
の
諸
山
を
放
っ
て
海
に
入
っ
て
い
る
が
、
北
は
茅
ヶ
岳
、
金
ヶ
岳
、
八

ヶ
岳
と
蜒う
ね
っ
て
、
そ
の
間
に
千
曲
川
の
断
層
を
挟
ん
で
、
日
本
南
ア
ル
プ
ス
の
白
峰
山
脈
、
ま
た
は
甲

斐
駒
山
脈
と
並
行
し
て
い
る
、
こ
の
大
火
山
線
、
純
粋
な
る
水
成
岩
の
大
山
脈
（
白
峰
山
脈
）
と
両
々
対た

峙いじ
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
山
岳
景
で
も
、
他
に
比
類
の
な
い
ほ
ど
、
水
火
両
岩
の
区
別
が
鮮
明
に
、

か
つ
両
岩
の
特
相
が
著
し
く
対
照
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
赤
石
白
峰
山
脈
は
、
日
本
北
ア
ル
プ
ス
や
、

ま
た
は
そ
の
山
麓
の
よ
う
に
、
火
山
灰
な
ど
で
被
覆
さ
れ
た
り
し
て
い
な
い
か
ら
、
地
層
も
比
較
的
分
明

で
、
地
質
年
代
の
考
定
に
必
要
な
、
化
石
の
発
見
な
ど
も
、
比
較
的
容
易
に
出
来
は
し
ま
い
か
と
思
わ
れ

る
、
た
だ
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
人
が
い
く
ら
も
入
っ
て
来
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
が
、
今
日
信
州
あ
た
り
の
博
物
学
者
が
、
嗟
嘆
す
る
よ
う
に
、
火
山
灰
の
た
め
に
、
化
石
と
い

う
地
史
上
唯
一
の
証
券
が
埋
没
さ
れ
て
、
手
も
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
患うれ
い
は
、
先
ず
な
か
ろ
う

と
思
わ
れ
る
、
然
る
に
富
士
帯
の
火
山
線
は
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
山
脈
の
支
脈
、
釜
無
山
脈
に
な
る
と
、
混
じ

合
っ
て
、
更
に
北
の
方
、
飛
騨
山
脈
と
な
る
と
、
名
に
し
負
う
御
嶽
乗
鞍
の
大
火
山
が
噴
出
し
て
、
日
本

北
ア
ル
プ
ス
系
の
、
火
成
岩
や
、
水
成
岩
と
、
紛
糾
錯
綜
し
て
、
そ
こ
に
日○

本○

山○

岳○

景○

に○

独○

特○

な○

風○

景○

、
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語
を
換
え
て
言
え
ば
、
地
球
の
屋
棟
と
言
わ
れ
て
い
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
に
も
、
ま
た
は
山
岳
と
い
う
山
岳
の
、

種
々
相
を
、
殆
ん
ど
無
数
に
、
無
類
に
具
備
し
て
い
る
と
い
う
ア
ル
プ
ス
山
に
も
、
絶
無
な
風
景
を
作
っ

て
い
る
。

　
私
は
従
来
の
風
景
論
者
の
よ
う
に
、
火
山
ば
か
り
を
抽ぬ
き
出
し
て
、
他
の
山
岳
か
ら
離
隔
し
て
、
そ
れ

を
特
色
と
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
、
ま
た
こ
の
頃
の
一
部
の
若
い
人
た
ち
の
よ
う
に
、
日
本
ア
ル
プ
ス
か

ら
と
か
く
、
火
山
を
継
子
扱
い
に
し
て
扉
の
外
に
突
き
出
す
こ
と
に
も
、
与く
み
さ
れ
な
い
。

　
火
山
の
特
徴
と
し
て
、
何
人
に
も
気
が
注つ
か
れ
る
の
は
、
そ
の
端
厳
な
る
形
式
の
美
し
さ
で
あ
る
、
ア

ル
プ
ス
式
の
山
岳
に
、
氷
雪
と
、
光
線
の
美
し
さ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
火
山
の
山
岳
に
は
、
岩
石
の
輪
廓

と
、
色
彩
の
美
し
さ
が
あ
る
、
ア
ル
プ
ス
式
山
岳
に
登
る
の
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
氷
や
雪
の
上
を
ば
か

り
、
踏
ま
さ
れ
る
よ
う
な
感
じ
の
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
日
本
の
火
山
は
、
赤
裸
々
と
し
て
、
全
く
の

岩
石
登
り R
ockclim

bing 

で
あ
る
、
土
に
執
著
が
あ
る
な
ら
ば
、
岩
石
に
執
著
が
あ
る
な
ら
ば
、
ア
ル

プ
ス
の
よ
う
に
、
氷
雪
の
上
を    

釘        

靴    

ネ
イ
ル
ド
・
ブ
ー
ツ

や
、
カ
ン
ジ
キ
を
穿は
き
、
ア
ル
パ
イ
ン
・
ス
チ
ッ
ク
を
突

き
立
て
、
二
重
服
三
重
足
袋
の
旅
行
を
す
る
よ
り
も
、
草
鞋
わ
ら
じ
で
岩
石
を
ザ
ク
ザ
ク
や
り
な
が
ら
、
手
ず
か

ら
火
口
壁
の 

赭  

褐 

し
ゃ
か
つ

色
な
る
大
塊
を
握つか
む
べ
き
で
あ
る
、
そ
こ
に
地
心
の
十
万
億
土
か
ら 

迸  

発 

ほ
う
は
つ

し
た
、
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赤
焼
の
し
た
、
し
か
し
な
が
ら
今
は
凝
固
し
た
、
冷
た
い  

胆    

汁  

た
ん
じ
ゅ
う

に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
火
山
を
絶
対
に
美
し
く
、
完
全
に
美
し
く
見
せ
る
の
は
そ
の
輪
廓
で
あ
る
、
私
は
ラ
ス
キ
ン
を

か
な
り
読
ん
だ
方
だ
が
、
火
山
を
知
ら
な
い
人
の
風
景
論
は
、
私
に
は
異
な
れ
る
言
語
で
、
話
し
か
け
ら

れ
る
よ
う
な
、
ま
だ
る
ッ
こ
さ
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
、
あ
の
人
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
石
』
の
第
一
巻
「
装

飾
の
材
料
」
で
、
シ
ャ
モ
ニ
イ
渓
谷
の
或
山
で
見
た
氷
河
、
そ
れ
は
ア
ル
プ
ス
の
氷
河
と
し
て
は
、
第
二

流
に
属
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
そ
う
だ
が
、
一
哩
マ
イ
ルの
四
分
の
三
ぐ
ら
い
の
長
さ
の
線
を
、
今
ま
で

の
生
涯
（
第
一
巻
の
出
版
は
彼
が
三
十
三
歳
の
時
で
あ
る
）
中
に
見
た
、
最
も
美
し
い
、
最
も
単
純
な
線

で
あ
る
と
讃
嘆
し
て
い
る
が
、
私
は
「
ラ
ス
キ
ン
は
不
仕
合
せ
な
男
だ
な
あ
」
と
、
い
ま
だ
に
思
っ
て
い

る
、
北
斎
や
広
重
の
版
画
を
見
ず
に
し
ま
っ
た
彼
は
、
富
士
山
の
線
の
美
し
さ
を
、
夢
想
に
も
し
な
か
っ

た
ら
し
い
、
東
海
道
の
吉
原
か
ら
、
岩
淵
あ
た
り
で
仰
ぎ
見
る
富
士
山
の
大
斜
線
は
、
向
っ
て
左
の
肩
、

海
抜
三
七
八
八
米
突
か
ら
、
海
岸
の
水
平
線
近
く
、
虚
空
を
縫
っ
て
引
き
落
し
て
い
る
、
秋
か
ら
冬
に
か

け
た
乾
空
に
は
、
硬
く
強
く
鋼
線
の
よ
う
に
、
か
ら
か
ら
と
鳴
る
か
と
思
わ
れ
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、

水
蒸
気
の
多
い
時
分
に
は
、 

柔  

々 

や
わ
や
わ

と
消
え
入
る
よ
う
に
、
ま
た
は
凧たこ
の
糸
の
よ
う
に
、
の
ん
び
り
し
て

い
る
。
地
平
線
と
水
平
線
と
を
別
と
し
て
、
我
が
日
本
国
に
お
い
て
見
ら
る
べ
き
、
有あ
ら
ゆ
る
斜
線
と
曲

線
の
中
で
、
こ
れ
こ
そ
最
大
最
高
の
線
で
あ
ろ
う
と
、
い
つ
も
東
海
道
を
通
行
す
る
た
び
に
、
汽
車
の
窓
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か
ら
仰
ぎ
見
て
、
そ
う
思
わ
な
い
こ
と
は
な
い
。

　
私
は
い
つ
か
浅
間
山
の
追
分
ヶ
原
に
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
、
そ
こ
に
若
い
学
生
が
、
浅
間
山
を
写
生

し
て
い
た
、
す
る
と
今
ま
で
静
か
に
茶
褐
色
の
天
鵞
絨

ビ
ロ
ー
ド

に
包
ま
れ
て
、
寝
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
浅
間
山

が
、
出
し
抜
け
に
起
き
出
し
て
で
も
来
る
よ
う
に
、
ド
ン
ド
ン
と
物
を
抛な
げ
出
す
響
き
に
つ
れ
て
、
紫あ
陽じ

花さい
の
大
弁
を
、
累かさ
ね
て
打
っ
違
え
た
よ
う
な
、
む
く
む
く
と
鱗
形
を
し
た
硫
煙
が
、
火
孔
か
ら
天
に
冲
ち
ゅ
うし

た
か
と
お
も
う
と
、
山
体
は
渋
面
を
つ
く
っ
て
、
む
せ
ッ
ぽ
い
鼠
色
に
変
化
し
た
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い

た
人
は
、
こ
の
瞬
間
と
も
刹
那
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
、
迅
速
な
変
化
に
、
呆あき
れ
返
っ
て
、
写
生
の
手
を

丸
ッ
き
り
休
め
て
し
ま
っ
た
、
そ
う
し
て
ひ﹅
ょ﹅
い﹅
と
私
と
顔
を
見
合
せ
て
、
両
方
で
決き
ま
り
の
悪
い
よ
う

な
、
話
の
解わか
っ
た
よ
う
な
、
微
笑
を
交
換
し
た
、
瞬
間
の
変
化
は
晴
れ
た
空
の
お
と
な
し
い
光
線
に
も
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
わ
た
だ
し
く
、
激
し
い
変
化
が
、
液
体
な
ら
知
ら
ず
、
固
体
の
ど
こ
に
あ
ろ
う

か
。

　
ま
こ
と
に
火
山
ぐ
ら
い
、
神
経
の
尖とが
っ
て
、
感
受
性
の
鋭
敏
な
も
の
は
、
無
機
物
殊こと
に
固
体
の
中
で
は
、

見
出
さ
れ
ま
い
か
と
お
も
う
、
た
と
え
ば
物
に
感
触
し
や
す
い
人
々
の
皮
膚
の
下
に
、
青
白
い
筋
が
立
っ

た
り
、
顔
色
が
す
ぐ
変
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、
火
山
の
皮
膚
も
、
柔
か
い
砂
や
、
灰
や
、
礫
こ
い
しが
、
ざ
わ
つ

い
て
い
る
た
め
、
水
の
流
れ
た
痕あと
も
、
雪
の
辷すべ
っ
た
筋
道
も
、
鮮
や
か
な
美
し
い
線
条
や
斑
紋
を
織
り
成

9



す
、
富
士
の
八
百
九
沢
に
見
ら
る
る
大
日
沢
で
あ
る
と
か
、
桜
沢
で
あ
る
と
か
い
う
の
は
、
み
ん
な
流
水

や
、
墜
雪
の
浸
蝕
し
た
痕
跡
で
あ
る
が
、
あ
の
御
殿
場
口
か
ら
登
り
初
め
る
と
、
宝
永
山
の
火
山
礫
を
冠

っ
た
二
箇
の
砂
山
が
、
山
腹
か
ら
約
百
尺
も
顔
を
も
ち
あ
げ
て
、
裾
を
南
へ
引
い
て
い
る
の
を
見
る
で
あ

ろ
う
、
あ
れ
は
二
ツ
塚
と
い
う
二
子
式
の
火
山
で
、
し
か
も
側
火
山
（
学
者
に
よ
っ
て
は
、
寄
生
火
山
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
寄
生
植
物
の
よ
う
に
、
別
種
の
も
の
が
、
他
種
の
本
体
に
倚よ
り
か
か
っ
て

い
る
の
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
寄
生
と
い
う
の
は
、
い
か
が
か
と
思
う
）
で
あ
る
が
、
こ
の
二
ツ
塚
な
ど

に
は
、
山
か
ら
吹
き
お
ろ
す
風
の
斑
紋
ま
で
が
、
分
明
に
黒
砂
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
火
山
の
中
は
凡す

べ
て
が
「
大
き
な
単
純
」
で
あ
る
か
ら
、
注
意
し
て
観
察
す
れ
ば
、
風
の
描
い
た
紋
も
解
る
の
で
あ
る
、

も
っ
と
も
こ
う
い
う
現
象
は
、
火
山
と
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
火
山
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
印

象
を
受
け
や
す
い
皮
膚
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
劃
然
と
、
鮮
明
に
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
火
山
を
、
そ
れ
自
ら
単
独
の
も
の
と
し
て
、
観
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
能
動
的

な
、
積
極
的
な
、
神
経
が
尖
っ
て
、
触
覚
が
鋭
敏
な
火
山
が
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
大
山
系
に
潜
ぐ
り
込
み
、

そ
こ
か
ら
赤
裸
に
な
っ
て
躍おど
り
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
い
か
ば
か
り
特
色
の
あ
る
山
岳
景
を
作
り
出
し
た
か
、

私
は
次
に
こ
れ
を
言
っ
て
見
た
い
の
で
あ
る
。
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日
本
北
ア
ル
プ
ス
の
中
、
槍
ヶ
岳
山
脈
へ
登
山
す
る
根
拠
地
と
し
て
、
年
々
の
夏
は
、
多
数
の
人
が
入

浴
が
て
ら
、
往ゆ
く
と
こ
ろ
は
、
信
州
神
河
内
（
上
高
地
）
温
泉
で
あ
る
、
こ
こ
は
石
英
斑
岩
だ
の
、
花
崗

岩
だ
の
と
い
う
堅
硬
な
火
成
岩
の
大
塊
が
、
山
岳
と
し
て
は
、
壮
年
期
と
も
い
う
べ
き
、
最
も
成
熟
し
切

っ
た
発
達
を
遂
げ
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
大
岩
壁
は
、
日
本
本
州
の
脊
髄
骨
と
も
な
り
、
ま
た
は
日
本
本
州

と
い
う
大
館
を
支
え
る
鉄
骨
と
も
な
っ
て
、
海
抜
一
万
尺
前
後
の
標
高
を
示
し
て
谷
地
（
河
内
と
い
う
称

呼
は
お
の
ず
か
ら
谷
地
を
暗
示
し
て
い
る
）
の
四
周
に
、
あ
る
い
は  

尖    

塔  

ピ
ン
ネ
ー
ク
ル
と
な
り
、
あ
る
い
は
円ド
頂ー

塔ム
と
な
っ
て
、
簇むら
が
り
立
っ
て
い
る
が
、
神
河
内
は
、
そ
の
大
山
峻
立
の
底
に
、
落
ち
窪
ん
で
い
る
平
坦

地
と
い
う
以
外
に
、
森
と
水
の
美
し
さ
を
有
し
て
い
る
、
そ
の  

緑    

靛  

り
ょ
く
て
ん

色
の
水
と
、
青
々
と
し
た
森
の

美
し
さ
は
、
こ
の
河
内
が
、
か
つ
て
湖
水
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
四
囲
の
地
形
と
共
に
、
暗
示
し
て

い
る
ば
か
り
か
、
そ
の
湖
水
の
成
因
は
、
火
山
の
活
動
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
日
本
ア
ル
プ
ス
中
、
唯
一
の
活
火
山
硫
黄
岳
（
御
嶽
火
山
脈
に
属
し
、
乗
鞍
岳
の
尾
根
つ
づ

き
に
当
る
）
が
あ
っ
て
、
硫
黄
岳
（
別
名
焼
岳
）
の
一
峰
、
白
谷
火
山
は
、
梓
川
の
断
層
地
に
、
割
谷
火

山
は
、
花
崗
岩
と
秩
父
古
生
層
の
接
触
線
に
沿
う
て
、
い
ず
れ
も
噴
出
を
始
め
、
硫
黄
岳
と
共
に
、
こ
の

乱
峰
の
間
を
回
転
す
る
流
水
の
行
き
途
に
立
ち
ふ
さ
が
り
、
流
水
を
停
滞
さ
せ
て
、
随
分
と
深
い
湖
水
を

作
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
湖
水
を
作
る
以
前
は
、
飛
騨
の
高
原
川
（
越
中
に
入
っ
て
神
通
川
）
と
連
続
し
て
、
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谿
水
が
北
流
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
想
像
が
、
或
地
質
学
者
に
よ
っ
て
、
容い
れ
ら
れ
て
あ

る
。

　
然しか
る
に
前
述
の
よ
う
に
、
硫
黄
岳
火
山
彙

か
ざ
ん
い

の
噴
起
で
、
閉
塞
さ
れ
て
大
湖
水
と
な
っ
た
が
、
湖
水
そ
れ

自
ら
の
浸
蝕
に
よ
っ
て
、
後
に
一
方
を
欠
開
し
、
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
に
高
原
川
（
神
通
川
）
と
は
別
な
、

梓
川
（
越
後
に
入
っ
て
信
濃
川
）
と
な
り
、
硫
黄
岳
は
今
日
で
は
、
両
川
分
水
嶺
の
一
座
に
な
っ
て
い
る

が
、
湖
底
が
乾
い
て
洲
と
な
り
、
河
原
と
な
り
、
残
丘
と
な
っ
て
、
今
の
神
河
内
を
作
っ
た
後
ま
で
も
、

硫
黄
岳
火
山
は
、
間
断
な
く
こ
の
高
原
に
作
用
を
し
て
、
火
山
の
泥
流
は
更
に
水
を
堰せ
き
止
め
て
、
神
苑

の
よ
う
な
田
代
池
な
ど
い
う
後
成
的
の
湖
水
を
作
っ
て
、
殊
に
秋
と
も
な
れ
ば
、
湖
畔
の
草
を
、
さ
や
さ

や
と
靡
か
せ
、
金
の
如
き
水
楊
の
わ
く
ら
葉
を
振
り
乱
し
て
、
鳧かも
が
幾
十
羽
と
な
く
、
群
む
ら
がっ
て
魚
を
喰
べ

に
来
る
と
い
う
ほ
ど
の
、
静
か
な
谷
に
な
っ
て
、
青
々
と
し
た
森
林
は
、
肥
沃
な
新
火
山
岩
の
分
解
し
た

土
が
、
そ
の
根
を
培つち
か
っ
て
い
る
、
今
日
神
河
内
温
泉
宿
の
二
階
で
、
浴
衣
が
け
の
人
た
ち
が
、
足
を
投

げ
出
し
な
が
ら
、
穂
高
岳
や
霞
沢
岳
の
大
岩
壁
を
仰
い
で
、
食
物
の
ま
ず
い
の
だ
け
を
、
傷
に
す
る
よ
う

な
安
楽
を
言
え
る
の
は
、
火
山
の
作
っ
た
敷
石
や
甃
た
た
きの
あ
る
お
か
げ
で
あ
る
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
ひ
と
り
神
河
内
ば
か
り
で
は
な
い
、
日
本
ア
ル
プ
ス
を
欧
洲
ア
ル
プ
ス
と
比
較
す
る
と
、
我
に
氷
河
の

な
い
の
を
物
足
ら
な
く
思
う
も
の
の
、
火
山
は
或
意
味
と
或
方
面
と
に
お
い
て
、
日
本
ア
ル
プ
ス
の
た
め
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に
氷
河
の
欠
乏
を
補
う
だ
け
の
、
働
き
を
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
瑞
土
ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
な
ど
は
、
殊
に

氷
河
の
造
っ
た
山
湖
に
富
ん
で
い
る
が
、
日
本
ア
ル
プ
ス
で
は
、
御
嶽
の
五
個
の
池
や
、
乗
鞍
岳
の
大
池

と
丹
生
池
や
、
立
山
の
ミ
ド
リ
ヶ
池
及
お
よ
びミ
ク
リ
ヶ
池
な
ど
、
い
ず
れ
も
火
山
の
産
物
で
、
標
高
に
お
い
て

は
、
遥
か
に
欧
洲
ア
ル
プ
ス
の
、
湖
水
を
凌
い
で
い
る
、
た
と
い
湖
の
面
積
深
度
は
、
浅
小
で
も
、
止
水

の
明
浄
な
こ
と
に
お
い
て
は
、
彼
に
克か
っ
て
い
る
、
殊
に
槍
ヶ
岳
山
脈
の
北
翼
、
鷲
羽
わ
し
ば
岳
の
南
腹
に
あ
る

鷲
の
池
な
ど
は
、
大
花
崗
岩
塊
の
傍
か
た
わら
に
生
じ
た
噴
火
口
に
、
水
が
溜
ま
っ
て
湖
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

今
で
も
湖
岸
に
黒
焦こ
げ
の
し
た
熔
岩
ラ
ヴ
ァ
の
塊
が
、
珊
瑚
礁
に
お
け
る
、
珊
瑚
片
の
よ
う
に
散
乱
し
て
い
る
、

こ
れ
ら
は
他
の
大
山
脈
に
多
く
見
ら
れ
な
い
現
象
で
、
日
本
ア
ル
プ
ス
山
岳
景
の
特
色
と
言
っ
て
も
、
大

し
た  

差    

支  

さ
し
つ
か
え

は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
欧
洲
ア
ル
プ
ス
に
有
っ
て
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
な
い
も
の
は
、
石
灰
岩
質
の
大
山
嶺
で
あ
る
、
石
灰
岩

が
、
地
下
の
伏
流
や
、
地
上
か
ら
滲
透
す
る
水
な
ど
の
た
め
に
、
含
有
し
て
い
る
炭
酸
を
溶
解
さ
れ
、
内

部
か
ら
同
地
質
の
岩
石
を
分
解
し
て
、
内
部
は
広
く
外
部
は
狭
い
洞
窟
な
ど
を
作
っ
て
い
る
こ
と
は
、
秩

父
山
地
な
ど
に
、
最
も
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
本
ア
ル
プ
ス
地
方
で
は
、
梓
川
に
近
い
白し

   

骨 

ら
ほ
ね
温
泉
に
「
つ
い
と
お
し
」
と
い
う
石
橋
だ
の
、
「
鬼
ヶ
城
」
と
い
う
鍾
乳
洞
を
見
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
そ
ん
な
小
技
巧
は
、
山
岳
景
に
重
き
を
加
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
石
灰
岩
質
の
大
山
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岳
は
、
日
本
ア
ル
プ
ス
に
は
見
る
こ
と
が
到
底
出
来
な
い
、
随
っ
て
欧
洲
ア
ル
プ
ス
な
ど
で
最
も
純
粋
の

紫
や
、 

孔  

雀 

く
じ
ゃ
く

の
羽
の
よ
う
な
濃
厚
深
秘
な  

妖    

色  

よ
う
し
ょ
く

を
示
す
こ
と
の
あ
る
、
伊
太
利

イ
タ
リ
ー

ド
ロ
マ
イ
ト
（
白

雲
岩
）
に
比
べ
得
べ
き
秀
麗
な
山
岳
は
絶
え
て
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
幸
い
に
御
嶽
や
、
乗
鞍
岳
や
、

ま
た
日
本
ア
ル
プ
ス
の
区
域
以
外
で
は
あ
る
が
、
加
賀
白
山
の
よ
う
な
秀
麗
な
火
山
が
あ
る
の
で
、
ち
ょ

う
ど
欧
洲
ア
ル
プ
ス
で
は
瑞
土
の
粗
剛
（Sw
iss R

uggedness

）
に
、
伊
太
利
の
典
雅
（Italian G

race

）

と
が
、
程
よ
く
配
合
さ
れ
て
、
壮
大
な
山
岳
景
を
作
っ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
ア
ル
プ
ス
で
は
、
花
崗
岩

や
石
英
斑
岩
の
よ
う
な
、
堅
硬
で 

兀  

々 

ご
つ
ご
つ

し
た
火
成
岩
塊
に
、
火
山
岩
の
柔
和
な
曲
線
や
、
斉
整
せ
る
輪

廓
を
配
合
し
て
、
こ
こ
に
世
に
も
稀
な
る
線
と
色
彩
の
シ
ム
フ
　

 

ホ
ニ
イ
を
奏
で
て
い
る
。

　
そ
う
し
て
火
山
岩
と
火
成
岩
と
が
、
日
本
北
ア
ル
プ
ス
に
交
錯
し
て
、
噴
出
し
た
り 

迸  

発 

ほ
う
は
つ

し
た
り
し

た
結
果
、
北
ア
ル
プ
ス
の
山
形
は
、
槍
ヶ
岳
や
鹿
島
鎗
ヶ
岳
（
た
だ
し
鹿
島
鎗
ヶ
岳
は
観
方
に
も
よ
る
が
）

の
よ
う
な
、
孤
剣
空
を
削
る
よ
う
な
、
尖
鋭
な
峻
峰
も
あ
る
が
、
概
し
て
花
崗
岩
は
塊
状
を
呈
し
、
火
山

は
円
錐
形
に
盛
り
あ
が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
山
岳
は
穹
窿
ド
ー
ム
形
の
高
塔
を
築
き
上
げ
て
、
人
類
の
起
工
し

た
大
伽
藍
の
荘
厳
を
憶
い
起
さ
せ
る
、
穂
高
岳
、
霞
沢
岳
、
笠
ヶ
岳
、
蓮
華
岳
、
常
念
岳
、
大
天
井
岳
、

剣
岳
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
肩
幅
が
濶ひろ
く  

胛    

肉  

こ
う
じ
ゅ
う

隆
々
と
し
て
勃
起
し
て
い
る
、
山
形
分
類
を
行
え
ば
、

先
ず
穹
窿
ド
ー
ム
形
の
部
に
入
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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し
か
も
北
か
ら
南
ま
で
を
通
じ
て
の
日
本
ア
ル
プ
ス
を
、
統
御
す
る
威
厳
と
運
命
と
を
備
え
て
い
る
も

の
は
、  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

す
る
に
日
本
山
岳
の  

欽    

仰  

き
ん
ぎ
ょ
う

す
べ
き
大
徳
の
女
王
、
富
士
山
で
、
高
さ
に
お
い
て
は

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
、
そ
の
秀
麗
の
山
貌
と
、
優
美
の
色
彩
と
、
典
雅
の
儀
容
と
に
お
い
て
、
群
山
か

ら
超
絶
し
て
い
る
、
む
し
ろ
統
御
の
別
席
を
し
つ
ら
え
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に
ア
ル
プ
ス
大
山
系
を
回

避
し
て
、
太
平
洋
岸
に
独
歩
特
立
し
て
、
一
段
と
超
越
し
た 

高 

御 

座 

た
か
み
く
ら

を
築
き
上
げ
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
、
日
本
ア
ル
プ
ス
大
山
系
の
地
質
構
造
史
に
お
い
て
、
富
士
帯
の
大
火
山
線
が
、
重
要
な
る
関
係
を
有

し
て
い
る
よ
う
に
、
山
岳
景
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
、
そ
う
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
、
誰

か
偉
大
な
る
富
士
山
を
除
外
す
る
よ
う
な
僭
越
と
非
礼
と
亡
状
を
敢
え
て
し
て
、
日
本
山
岳
論
の
特
色
を

論
ず
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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文
庫
情
報

底
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文
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岩
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発
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烏
水
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集
」
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巻
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館
書
店
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〜1987
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月
）

入
力
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大
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晋
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正
：
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田
尚
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日
公
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正

青
空
文
庫
作
成
フ
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イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
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ー
ネ
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ト
の
図
書
館
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空
文
庫
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で
作
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