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一
昨
年
（
二
０
一
０
）
末
、
偶
然
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検

索
か
ら
野
村
仁
氏
の
「
山
岳
遭
難
史
に
み
る
リ
ー
ダ
ー
意
識

の
変
遷
（
Ⅲ
）
」
と
出
会
い
ま
し
た
。
読
み
ま
す
と
、
私
た
ち

三
十
余
年
前
の
山
岳
遭
難
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
久
し

く
封
印
し
て
き
た
琴
線
が
弾
か
れ
た
思
い
で
し
た
。
す
ぐ
さ

ま
『
危
機
と
リ
ー
ダ
ー
意
識
の
考
察
』（
初
期
の
表
題
は
「
ヒ
マ
ラ

ヤ
遭
難
登
山
隊
か
ら
東
日
本
大
震
災
リ
ー
ダ
ー
意
識
の
考
察
」）
（A4

版44P
）

を
書
き
始
め
、
約
半
年
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

途
上
の
昨
年
三
月
十
一
日
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
。
虚

を
突
か
れ
た
日
本
政
府
の
対
応
は
、
特
に
東
京
電
力
㈱
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
対
応
で
お
粗
末
を
露
呈
、
今
も
社

会
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

リ
ー
ダ
ー
意
識
を
考
察
し
て
い
た
中
で
の
大
震
災
と
、
政

府
対
応
の
稚
拙
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
急
遽
「
ク
ラ
イ
シ

ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
第
四
章
を
書
き
加
え
ま
し
た
。
そ

の
作
文
を
遭
難
分
科
会
へ
送
り
ま
し
た
が
、
反
応
は
あ
り
ま

せ
ん
。
野
村
氏
は
も
と
よ
り
、
幾
多
の
会
員
に
も
送
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
中
村
純
二
先
生
か
ら
は
、「
ク
ラ
イ

シ
ス
と
リ
ス
ク
に
分
け
て
考
え
る
案
に
賛
成
」
の
返
信
を
戴

き
、
心
強
く
論
旨
の
展
開
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
佐
々

木
副
会
長
と
は
電
話
で
話
し
ま
し
た
が
、
大
震
災
や
原
発
事

故
に
対
し
、
山
岳
文
化
と
し
て
貢
献
出
来
る
こ
と
が
見
当
た

ら
な
い
感
想
で
終
わ
り
ま
す
。 

 

ニ
〇
一
一
年
四
月
二
十
七
日
発
行
の
機
関
紙
第
三
十
四
号

に
、
学
会
と
し
て
初
め
て
３
・
１
１
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
が

載
り
ま
し
た
。
山
森
副
会
長
は
『
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
メ
ン

バ
ー
シ
ッ
プ
の
鍛
錬
が
、
咄
嗟
の
判
断
に
役
立
ち
、
自
助
、

共
助
の
役
割
分
担
を
し
た
い
も
の
』
と
書
か
れ
た
。
遭
難
分

科
会
代
表
・
青
山
理
事
は
『
リ
ス
ク
想
定
と
、
長
期
に
わ
た

る
個
々
の
危
機
意
識
に
課
題
が
残
る
』
と
書
か
れ
、
専
門
と

「
３
・
１
１
」
と
山
岳
文
化 

 
 
 

山
岳
文
化
は
趣
味
の
世
界
か
？ 
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さ
れ
る
リ
ス
ク
研
究
の
難
し
さ
を
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
大
野

評
議
員
は
医
学
者
の
立
場
か
ら
、『
体
細
胞
の
特
性
か
ら
被
災

者
の
役
割
分
担
や
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
、
心
の
ケ
ア
』
に
つ
い

て
書
か
れ
た
。 

 

山
岳
技
術
と
山
岳
文
化
知
識
は
、
被
災
の
中
に
在
っ
て
有

効
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
自

然
災
害
へ
の
備
え
と
対
処
、
人
為
災
害
へ
の
備
え
と
対
処
と

い
っ
た
事
前
の
社
会
制
度
策
定
に
対
し
、
山
岳
文
化
人
は
参

加
や
意
識
の
対
象
外
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

日
常
社
会
に
お
い
て
、
山
岳
文
化
か
ら
の
提
言
は
何
が
可

能
で
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
？
所
詮
山
岳
文
化
は
趣
味
の
世

界
か
単
な
る
遊
び
な
の
か
？
こ
れ
ま
で
私
が
体
験
し
て
き
た

山
岳
と
論
考
、
本
業
の
電
気
設
備
設
計
技
術
者
と
し
て
の
経

験
と
知
識
は
、
東
日
本
大
震
災
被
害
や
原
子
力
発
電
事
故
へ

の
対
処
に
、
な
に
が
し
か
の
役
割
が
果
た
せ
る
の
で
は
な
い

か
と
自
問
し
て
み
た
。
一
般
人
及
び
職
業
人
と
し
て
普
通
な

対
処
は
当
然
可
能
で
す
が
、
山
岳
文
化
人
と
し
て
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
可
能
な
の
か
・
・
・
と
。 

 

そ
こ
で
私
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
遭
難
登
山
隊
リ
ー
ダ
ー
意
識
の
変

遷
か
ら
、「
ク
ラ
イ
シ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
提
起
は
山
岳

経
験
の
応
用
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
。 
 

『
３
・
１
１
と
ク
ラ
イ
シ
ス
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
』
は
論
集

第
十
号
へ
の
投
稿
論
文
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
掲
載

な
っ
た
暁
に
は
ご
一
読
下
さ
い
。
本
論
で
は
そ
の
細
部
を
除

き
、
山
岳
文
化
と
し
て
何
が
成
し
得
る
か
、
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 

二
、「
３
・
１
１
」
と
山
岳
文
化 

 

私
は
二
０
０
八
年
、
論
集
第
八
号
の
「
山
岳
登
山
体
験
に

よ
る
文
化
と
文
明
解
釈
の
試
み
」
の
中
で
、
宇
宙
の
中
の
人

間
か
ら
考
察
す
る
文
化
と
文
明
か
ら
、【
文
化
→
宇
宙
の
必
然

性
に
逆
ら
っ
て
享
受
す
る
人
間
行
為
、
文
明
→
宇
宙
の
必
然

性
に
則
っ
て
享
受
す
る
人
間
行
為
】
と
す
る
仮
説
の
定
義
を

試
み
ま
し
た
。 

東
日
本
大
震
災
の
主
因
と
な
る
巨
大
地
震
が
、
宇
宙
の
必

然
に
お
け
る
地
殻
変
動
と
捉
え
る
な
ら
、
そ
れ
を
災
害
と
し

て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
間
社
会
の
一
方
は
、

「
文
明
を
享
受
す
る
こ
と
へ
の
破
壊
（
文
明
破
壊
）
」
と
な
り



ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
復
旧
・
復
興
と
い
う
文
明
行
為
を
再
開

す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。 

 

他
方
、
必
然
に
逆
ら
う
こ
と
を
享
受
す
る
文
化
の
側
面
に

お
い
て
は
、
文
明
破
壊
の
も
た
ら
す
悲
劇
と
生
命
を
失
う
悲

劇
の
重
層
に
よ
り
、
逆
ら
う
こ
と
へ
の
恐
怖
が
も
た
ら
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
面
に
お
い
て
は
、
文
化
を
享
受
す
る
こ
と
へ

の
破
壊
（
文
化
破
壊
）
が
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

失
っ
た
生
命
は
復
旧
・
復
興
で
き
る
は
ず
が
な
く
、
そ
の
悲

し
み
を
乗
り
越
え
な
く
て
は
文
化
の
復
旧
・
復
興
は
成
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
人
の
心
の
問
題
で
あ
り
、
意
識
を
変
え
て
自

然
を
受
容
で
き
る
精
神

こ

こ

ろ

に
至
ら
な
け
れ
ば
、
幸
福
へ
と
辿
り

着
く
こ
と
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
自
然
に
内
包
さ
れ

る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
、
自
己
防
衛
と
な
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
自
然
を
客
体
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
観
察
・
観
測
・

記
述
す
る
人
間
を
主
体
と
し
た
近
代
哲
学
や
科
学
思
考
の
面

か
ら
、
主
体
の
崩
壊
は
文
化
の
崩
壊
と
な
り
ま
す
。
自
然
と

対
峙
す
る
人
間
の
主
体
性
復
活
を
い
か
に
成
す
か
、
近
代
社

会
に
あ
っ
て
は
、
目
的
達
成
へ
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
不
可
欠
と
な

り
ま
す
。
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
、
そ
の
目
的
を
社
会
に
指

し
示
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。 
 

し
か
し
東
日
本
大
震
災
は
、
人
間
の
主
体
的
存
在
意
味
に

大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
契
機
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

主
体
（
人
間
）
が
制
御
し
き
れ
な
い
客
体
（
原
発
事
故
）
の

創
出
と
、
便
利
だ
か
ら
と
そ
れ
を
活
用
し
て
し
ま
う
文
明
の

危
う
さ
。
主
体
（
人
間
）
が
想
定
し
て
き
た
文
明
（
人
工
）

社
会
を
、
客
体
（
自
然
＝
地
震
・
津
波
）
は
い
と
も
簡
単
に

破
壊
し
て
し
ま
っ
た
事
実
。
そ
の
結
果
、
主
体
（
人
間
）
は

客
体
（
自
然
）
を
搾
取
し
尽
く
す
の
で
は
な
く
、
主
体
は
客

体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
客
体
と
共
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る
環
境
思
想
が
一
層
説
得
力
を
増
し
た
の
で
す
。 

 

経
済
優
先
社
会
の
中
で
人
々
は
、
環
境
思
想
概
念
の
正
し

さ
を
理
解
で
き
て
も
、
い
ざ
現
実
の
利
便
さ
と
快
適
さ
か
ら

は
経
済
優
先
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
優
先
の
物
質
文
明
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸

か
っ
た
文
化
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
大
震
災
の
現
実

を
目
の
当
た
り
に
体
験
し
て
み
る
と
、「
百
聞
は
一
見
に
如
か

ず
」
で
す
。
日
常
と
し
て
身
近
で
大
切
な
人
・
物
・
事
は
、

失
っ
て
み
な
い
と
気
付
か
な
い
人
間
の
愚
か
さ
を
教
え
て
く



れ
ま
し
た
。知
識
は
一
体
何
を
学
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
そ
こ
に
は
知
識
だ
け
で
は
身
に
つ
か
な
い
、「
体
験
」
と
い

う
第
六
感
ま
で
を
含
め
て
味
わ
う
、「
心
身
の
経
験
」
過
程
を

要
す
る
の
で
す
。
山
岳
自
然
体
験
が
貴
重
な
過
程
と
な
っ
て

い
る
こ
と
は
、
私
自
身
の
文
化
財
産
で
あ
り
ま
す
。 

「
日
常
社
会
」
の
中
に
あ
り
、
意
図
的
に
山
岳
の
「
非
日

常
社
会
」
を
体
験
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
「
日
常
社
会
」

の
無
意
識
な
慣
れ
に
と
り
、
改
め
て
自
覚
と
い
う
意
識
を
与

え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
山
岳
文
化
の
大
き

な
存
在
意
義
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。 

 

大
震
災
と
原
発
事
故
の
非
日
常
性
か
ら
回
復
の
た
め
に
、

山
岳
文
化
は
直
接
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
「
日
常
生
活
の
幸
せ
」
に
無
意
識
と
な
っ
て
し
ま
う

知
識
（
常
識
）
に
と
っ
て
、「
非
日
常
の
山
岳
自
然
体
験
」
に

よ
る
気
づ
き
こ
そ
が
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
突
然
の
災
害
に
対
し

て
も
、
主
体
の
自
立
と
共
存
意
識
を
保
て
る
心
の
成
長
を
促

し
ま
す
。
震
災
後
の
日
本
社
会
で
そ
れ
は
、「
絆
」
と
い
う
目

に
見
え
な
い
心
の
糸
（
文
化
）
で
表
現
し
ま
し
た
。
つ
ま
り

知
識
で
は
な
く
、
意
識
す
る
と
い
う
文
化
形
成
な
の
で
す
。 

ヒ
ト
を
宇
宙
に
お
け
る
量
子
的
存
在
に
例
え
て
み
る
と
、

現
代
の
民
主
主
義
は
人
に
量
子
的
自
由
を
も
た
ら
し
、
現
代

社
会
を
カ
オ
ス
の
世
界
と
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
過
半
数
を

獲
得
で
き
ず
何
も
決
め
ら
れ
な
い
現
代
政
治
は
、
量
子
の
カ

オ
ス
現
象
に
類
似
し
て
い
ま
す
。
カ
オ
ス
の
中
か
ら
何
を
目

的
と
し
て
意
志
形
成
で
き
る
か
、
今
、
人
類
は
新
た
な
「
哲

学
（
思
考
）
」
が
希
求
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
一
つ

に
、
山
岳
自
然
体
験
を
経
た
山
岳
文
化
が
、
役
立
つ
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、「
山
岳
文
化
は
趣
味
の
世

界
」
で
、
茶
飲
み
話
し
や
酒
の
肴
、
ヒ
ー
ロ
ー
を
崇
め
る
程

度
で
し
か
な
い
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。 （2012.06.02

） 

田
中
文
夫
（
た
な
か 

ふ
み
お
） 

一
九
四
六
年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。

建
築
設
備
士 

 

㈱
シ
ス
テ
ム
・
デ
ザ
イ
ン
代
表
取
締
役
。 

旧
・
山
岳

展
望 

第
二
次
編
集
同
人
。 

七
四
、
七
八
年
Ｐ
２
９
南
西
壁
、
他
。

著
書
『
青
春
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
学
ぶ
』
（
文
芸
社
）
、
『
頂
き
の
か
な
た
に
』

（
日
本
文
学
館
）
、『
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
贈
り
物
』
（
丸
井
工
文
社
） 

 
 


