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撮影　宮野典夫局の痩五十

月
と
星
と
私

夕
空
晴
れ
て
秋
風
吹
き
-
自
ず
ん
だ
夏
空
も
秋
が

深
ま
る
に
つ
れ
次
第
に
曹
-
澄
ん
で
-
る
｡
日
没
も

早
く
な
り
帰
宅
す
る
道
す
が
ら
誰
し
も
夕
空
を
仰
ぎ
'

月
影
に
見
と
れ
て
､
天
界
に
思
い
を
は
ぜ
る
季
節
で

あ
る
｡
春
の
お
ぼ
ろ
月
夜
も
よ
い
が
'
安
曇
野
の
尾

花
と
共
に
仰
ぐ
月
は
最
高
で
あ
り
､
天
界
か
ら
の
最

美
の
贈
り
物
で
あ
る
｡
澄
ん
だ
空
に
こ
う
こ
う
と
輝

く
月
を
眺
め
て
い
る
と
'
詩
情
が
湧
き
､
文
字
を
通

し
て
､
昔
の
人
の
宇
宙
観
に
も
触
れ
て
も
み
た
-
杏

る
｡
一
方
､
宇
宙
時
代
に
入
っ
た
現
在
､
幾
つ
か
の

惑
星
や
多
く
の
衛
星
に
ク
レ
ー
タ
の
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
月
と
そ
の
ク
レ
ー
タ
を
通
し

て
､
太
陽
系
の
誕
生
に
思
い
を
は
ぜ
る
の
も
､
現
代

的
な
ロ
マ
ン
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ま
た
､
月
の
無
い

夜
の
星
空
の
さ
え
は
も
の
す
ご
-
､
夏
空
を
飾
っ
た

コ
下
座
･
ワ
シ
座
･
白
鳥
座
な
ど
が
力
無
-
西
空
に

傾
き
､
東
か
ら
は
ペ
ガ
ス
ス
座
や
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
座

が
静
か
に
立
ち
上
っ
て
く
る
｡
私
も
､
も
う
四
十
年

近
-
夜
空
を
眺
め
て
き
た
が
､
秋
の
夜
空
の
楽
し
み

方
は
'
何
と
い
っ
て
も
､
双
眼
鏡
を
首
に
し
て
外
に

出
る
こ
と
で
あ
る
｡
特
別
な
目
的
で
星
を
観
測
す
る

を
ら
ば
､
口
径
の
大
き
な
望
遠
鏡
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
が
､
星
空
を
楽
し
む
に
は
倍
率
の
低
い
双
眼
鏡

が
よ
く
､
高
く
で
も
八
倍
ま
で
､
こ
れ
以
上
に
な
る

と
星
が
動
い
て
し
ま
っ
て
目
が
ひ
ど
-
疲
れ
る
｡
肉

眼
で
見
て
さ
え
心
を
引
き
込
ま
れ
る
秋
空
が
､
何
倍

に
も
拡
大
さ
れ
て
迫
っ
て
-
る
｡
誰
し
も
肉
眼
で
見

え
る
銀
河
系
内
の
､
し
か
も
､
太
陽
系
に
近
い
星
ば

か
り
見
て
井
戸
の
中
の
カ
ワ
ズ
に
ば
か
り
な
っ
て
い

た
く
は
な
い
は
ず
'
せ
め
て
井
戸
の
中
か
ら
別
の
世

界
を
か
い
閲
見
た
い
が
そ
れ
に
は
絶
好
の
季
節
で
あ

る
｡
我
々
の
宇
宙
の
す
ぐ
隣
の
宇
宙
で
あ
る
ア
ン
ド

ロ
メ
ダ
の
宇
宙
が
'
東
の
空
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

ヽ

,

.

ユ

ー

i

二

ユ

ー

ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
座
休
相
宙
か
ら
〟
星
レ
星
と
目
を
う

つ
し
､
ソ
星
の
少
し
先
に
ボ
ー
と
し
た
光
斑
が
肉
眼

で
も
見
え
る
｡
約
二
〇
〇
万
年
か
､
つ
て
到
着
し
た

光
で
あ
る
｡
双
眼
鏡
で
は
､
は
っ
き
り
と
そ
の
姿
を

み
せ
て
く
れ
る
の
で
､
せ
め
て
別
の
宇
缶
で
も
眺
め
､

自
分
の
宇
宙
観
を
実
感
と
し
て
捕
え
た
い
も
の
で
あ

る

｡
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鰭物情と山

槍
ヶ
岳
開
山
-
播
隆
上
人
-穂

　

苅

　

貞

　

雄

一
は
･
ん
ー
リ
●
･
7

播
隆
は
今
か
ら
百
五
十
六
年
も
前
に
､
槍
ヶ
岳
を

<
j
'
J
r
U
<

開
山
し
､
日
本
登
山
史
上
画
期
的
大
事
業
を
毒
し
と

げ
た
念
仏
行
者
で
あ
る
｡

描
隆
は
天
明
二
年
二
七
八
二
)
､
現
在
の
富
山

県
上
新
川
郡
大
山
町
河
内
に
､
順
信
の
二
男
一
女
の

次
男
と
し
て
生
れ
た
｡
生
家
は
古
く
か
ら
川
内
道
場

ド

_

,

ワ

.

ン

ヤ

と
い
っ
て
､
一
向
宗
の
道
場
で
あ
っ
た
｡
道
場
と
は

山
間
の
小
さ
を
部
落
で
は
寺
院
を
維
持
で
き
な
い
の

で
､
信
仰
の
篤
い
素
が
中
心
と
在
り
､
僻
事
な
ど
を

催
し
た
り
す
る
簡
易
寺
院
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
播
隆
出
生
当
時
､
こ
の
道
場
は
廃
止
さ
れ
て

い
た
の
で
､
そ
の
再
興
を
念
願
し
て
い
た
｡
播
隆
は

そ
う
し
た
信
心
深
い
家
庭
に
育
ち
､
十
九
才
頃
出
家

し
た
と
い
わ
れ
る
｡

は
じ
め
､
一
向
宗
に
入
る
つ
も
り
で
､
い
ろ
〈

努
力
し
た
が
､
同
宗
は
血
脈
相
伝
で
な
い
と
入
門
で

き
老
い
の
で
､
心
な
ら
ず
も
日
蓮
宗
に
入
門
し
た
｡

こ
れ
も
こ
と
志
と
通
っ
た
の
で
､
さ
ら
に
浄
土
宗
に

入
っ
た
｡
ま
ず
大
阪
､
宝
泉
寺
の
見
仏
上
人
､
つ
い
で

京
都
伏
見
の
一
念
寺
の
蝿
誉
上
人
の
弟
子
と
在
り
修

行
し
た
｡
し
か
し
当
時
の
寺
院
の
内
容
は
､
外
か
ら

見
た
姿
と
異
り
､
そ
こ
に
も
俗
界
同
様
､
椎
門
富
貴

を
求
め
る
風
潮
が
あ
り
､
純
粋
に
道
を
求
め
よ
う
と

す
る
播
隆
に
は
合
わ
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
師
の
許
し

を
得
て
'
深
山
渓
谷
へ
踏
み
入
り
､
念
仏
修
行
の
身

と
な
っ
た
｡

徳
川
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
た
め
､
寺
院
を

格
別
に
保
護
し
た
｡
た
め
に
僧
侶
は
修
行
を
怠
り
安

逸
を
求
め
る
よ
う
に
を
っ
て
い
た
｡
そ
う
し
た
幕
末

の
宗
教
界
に
対
す
る
反
抗
な
い
し
は
警
鐘
と
し
て
､

捨
世
派
と
い
お
れ
る
僧
侶
､
播
隆
の
如
き
念
仏
行
者

が
何
人
か
出
現
し
た
の
で
あ
る
｡

播
隆
は
渡
川
一
宮
南
宮
山
の
奥
ノ
院
､
あ
る
い
は

伊
吹
山
な
ど
俗
界
を
離
れ
た
高
山
に
締
り
修
行
し
た

が
､
そ
れ
は
厳
格
を
極
め
た
｡
文
政
四
年
二
八
二

一
)
　
に
は
飛
騨
高
原
郷
(
現
上
宝
村
)
　
の
拍
子
の
岩

窟
で
九
十
日
間
締
り
修
行
し
た
｡
ま
た
翌
年
も
そ
こ

に
入
り
越
年
し
て
い
る
｡
笠
ケ
岳
登
山
の
根
臓
地
と

在
っ
た
本
覚
寺
に
現
存
す
る
､
播
隆
等
の
　
｢
迦
多
賀

獄
再
興
話
し
　
に
は
｢
人
倫
ノ
応
対
ノ
言
語
ヲ
止
メ

.

ノ

ノ

'

+

ノ

あ

7

ふ

T

念
仏
二
非
ズ
ン
バ
唇
舌
ヲ
'
+
.
動
古
嬉
し
　
塩
穀
ヲ
断

テ
無
言
ノ
別
時
相
違
ナ
ク
相
勤
メ
寛
ヌ
｣
と
､
そ
の

さ

び

修
行
の
厳
し
さ
を
伝
え
て
い
る
｡

掘
隆
は
先
ず
文
政
六
年
(
一
八
二
三
)
六
月
､
笠

ケ
岳
へ
偵
察
登
山
を
し
て
い
る
｡
笠
ケ
岳
は
有
名
な

円
空
が
元
禄
年
間
に
開
山
し
た
と
い
お
れ
る
が
､
そ

の
後
登
山
路
が
絶
え
て
い
た
｡
掘
隆
は
地
元
民
の
協

力
を
得
て
､
そ
の
登
山
道
を
完
成
し
､
翌
文
政
七
年

八
月
に
は
､
一
行
六
十
六
人
の
多
勢
で
笠
ケ
岳
に
登

り
'
途
中
登
山
道
の
道
標
と
な
る
石
仏
を
安
置
し
､

ま
た
頂
上
に
信
者
か
ら
寄
進
さ
れ
た
阿
輔
陀
鶴
を
細

り
笠
ケ
岳
を
再
興
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
間
､
偵
察

登
山
を
含
め
四
回
も
笠
ケ
岳
に
登
っ
て
い
る
｡
笠
ケ

岳
か
ら
は
高
原
用
の
谷
を
へ
だ
て
∴
槍
穂
高
運
筆

の
荒
々
し
い
岩
峯
が
よ
く
眺
め
ら
れ
る
｡
特
に
天
空

高
く
螢
立
す
る
槍
ヶ
岳
の
尖
峯
に
は
魅
せ
ら
れ
た
紬

-
日
を
す
え
､
近
い
将
来
の
開
山
を
胸
中
深
-
秘
め

て
下
山
し
た
｡

播
隆
は
槍
ヶ
岳
開
山
を
決
意
し
､
は
じ
め
飛
騨
側

か
ら
登
ろ
う
と
し
た
が
､
地
元
に
は
案
内
人
が
い
な

か
っ
た
｡
そ
こ
で
文
政
三
年
よ
り
工
事
が
進
め
ら
れ

て
い
た
信
飛
交
易
の
最
短
の
道
'
飛
騨
新
道
の
入
口
､

小
倉
村
か
ら
の
登
緒
を
選
ん
だ
｡
新
道
に
つ
い
て
は
'

笠
ケ
岳
登
山
の
基
地
本
覚
書
の
椿
宗
和
尚
よ
り
へ
　
そ

の
事
情
を
聞
き
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
笠
ケ
岳

-

し

l

∧

ー

や

I

ヽ

再
興
後
､
播
隆
は
美
濃
､
尾
張
の
各
地
を
巡
錫
し
､

文
政
九
年
二
八
二
六
)
八
月
､
松
本
大
村
の
玄
向

寺
の
立
禅
和
尚
を
訪
ね
た
｡
そ
れ
は
山
案
内
を
求
め

る
た
め
で
あ
っ
た
｡
立
禅
は
安
曇
郡
野

沢
村
の
庄
屋
務
台
与
一
石
衝
門
景
邦
を

介
し
て
､
小
倉
村
の
中
田
九
左
衝
門
を

紹
介
し
た
｡
し
か
し
九
左
衝
門
は
老
令

の
た
め
娘
婿
の
中
田
又
重
郎
を
推
薦
し

た
｡
中
田
素
は
代
々
膀
庄
屋
を
つ
と
め
､

こ
の
附
近
の
山
に
は
く
れ
し
か
っ
た
｡

鷹
庄
屋
と
は
鷹
の
巣
を
発
見
し
て
そ
の

雑
を
捕
え
､
公
儀
の
鷹
狩
用
に
献
ず
る

役
目
で
あ
る
｡
播
隆
は
又
重
郎
を
従
え
､

飛
騨
新
道
を
冷
涼
-
鍋
冠
山
-
大
浦
山

へ
登
り
､
そ
こ
で
新
道
と
わ
か
れ
､
蝶

ケ
岳
に
向
い
ワ
サ
ビ
沢
を
下
っ
て
梓
川

に
出
て
､
一
億
･
二
億
と
登
っ
て
い
っ

た
｡
当
時
'
上
高
地
一
帯
は
松
本
蒲
の

森
林
伐
採
の
仕
事
の
山
で
､
下
流
よ
り

上
流
の
二
の
僕
ま
で
に
'
十
四
個
所
の

∠
く
一
◆
▲柵

小
屋
が
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
二
の

俣
ま
で
は
楽
に
行
け
た
が
'
そ
れ
か
ら

先
は
人
跡
未
踏
の
地
を
進
む
の
で
､
そ

の
登
山
は
困
難
を
極
め
た
｡
雪
ど
け
の

I
-
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,
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い
梓
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岩
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刈

森
林
を
切
り
開
い
て
､
赤
沢
の
岩
屋
に
着
い
た
｡
こ

こ
に
休
み
更
に
前
進
､
大
曲
り
か
ら
雪
渓
を
わ
た
り

可

ル

い

･

ま

つ

立

ら

γ

-

這
松
を
ふ
み
越
え
坊
主
の
岩
窟
に
辿
り
つ
い
た
の
で

あ
る
｡
こ
の
第
一
回
目
の
登
山
は
､
又
重
郡
と
た
だ

二
人
だ
け
の
よ
う
に
云
か
れ
て
い
る
が
'
実
際
に
は
､

こ
の
附
道
の
山
に
く
お
し
い
猟
師
も
同
行
し
た
と
思

わ
れ
る
｡
一
行
は
こ
の
岩
窟
に
泊
り
､
晴
れ
た
日
に

は
､
槍
の
肩
ま
で
登
り
槍
の
岩
壁
の
登
艶
を
偵
察
し

た
が
､
そ
の
登
頂
は
他
日
を
期
し
て
､
こ
の
時
は
下

せ
い
_
-
し
t
-
･
7
●
U
〈

山
し
た
の
で
あ
る
｡
播
隆
は
こ
の
清
浄
無
垢
を
槍
の

峯
に
､
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置
す
る
こ
と
を
決
意
し
､

下
山
後
そ
の
た
め
の
浄
財
を
集
め
る
た
め
'
各
地
を

巡
錫
し
た
｡

そ
れ
か
ら
二
年
後
の
文
政
十
一
年
(
一
八
二
八
)
､

浄
財
で
鋳
造
し
た
偶
像
を
た
ず
さ
え
て
､
再
び
小
倉

村
を
訪
れ
た
｡
又
重
郎
は
じ
め
村
人
は
､
播
隆
と
の

再
会
を
心
か
ら
喜
び
迎
え
た
｡
播
隆
は
又
重
郎
を
と

も
な
い
第
二
回
目
槍
ヶ
岳
登
山
に
出
発
し
た
が
､
こ

の
た
び
は
山
の
様
子
も
す
っ
か
り
判
っ
て
い
る
の
で

容
易
に
坊
主
の
岩
麓
に
着
く
こ
と
が
で
き
た
｡
翌
日

は
天
気
晴
朗
､
い
よ
/
-
宿
願
を
果
す
た
め
､
槍
の

尖
筆
に
い
ど
ん
だ
｡
岩
壁
に
手
が
か
り
を
求
め
､
言

語
に
絶
す
る
危
険
を
お
か
し
'
つ
い
に
槍
ヶ
岳
初
登

頂
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
｡
時
に
文
政
十
一
年
七
日

二
十
日
で
あ
っ
た
｡

播
隆
と
又
重
郎
の
喜
び
と
感
激
は
､
想
像
に
絶
す

る
も
の
で
あ
っ
た
｡
頂
上
に
岩
を
集
め
て
､
さ
さ
や

は
_
÷
b

か
を
詞
を
造
り
､
そ
の
中
に
三
体
の
偶
像
を
安
置
し

た
｡
播
隆
開
基
の
一
心
寺
蔵
の
｢
念
仏
法
話
取
雑
録
｣

(
播
隆
の
弟
子
達
が
播
隆
の
一
代
の
言
行
録
を
絞
っ

た
も
の
)
　
に
は
次
の
如
く
話
せ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
鈴
ケ
根
絶
顛
宝
前
に
安
置
し
奉
る

銅

像

阿

弥

陀

仏

　

　

一

体

銅
像
観
世
音
菩
薩
　
一
体

木
像
文
殊
師
利
菩
薩
一
体

時
に
七
月
二
十
日
'
穂
先
三
角
の
最
唯
頂
に
勧
請
し
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奉
つ
る
な
り
｡
夫
れ
当
旗
の
寿
命
神
と
為
し
､
寵
窪

を
造
り
て
､
そ
の
中
に
安
置
せ
り
｡
後
略
｣

と
あ
る
｡
ま
た
次
に
､
播
隆
が
穂
高
へ
も
登
っ
た
こ

と
が
話
せ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
南
無
阿
弥
陀
仏
名
号
石
一
栓
塞
　
　
　
　
力
′

時
に
八
月
朔
日
'
室
岡
頂
二
勧
請
シ
奉
ル
也
｡
夫
穂

高
獄
ノ
寿
命
袖
下
為
シ
テ
､
乃
チ
永
ク
後
代
二
伝
へ

｢
｣
一
｣

広
ク
利
益
ヲ
施
シ
､
有
情
を
救
済
セ
ン
､
今
鼓
二

厳
粛
ヲ
造
作
シ
テ
　
其
ノ
中
二
安
置
ス
ル
ハ
､
則
チ

国
内
安
寧
二
､
兵
才
不
用
､
衆
民
安
楽
二
シ
テ
　
後

浄
邦
二
生
レ
令
メ
ン
為
ナ
リ
､
念
仏
稀
名
シ
､
祈
願

回
向
ス
ル
所
ナ
リ
､
時
二
文
政
十
一
年
成
子
仲
秋
の

初

五

　

　

　

　

　

　

稀

名

薬

行

人

　

絹

隆

敬

白

判

｣

こ
れ
に
よ
る
と
､
描
隆
は
槍
ヶ
岳
初
登
頂
の
直
後

の
八
月
一
日
に
'
壁
品
へ
も
初
登
頂
し
た
こ
と
を
立

証
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
名
号
石
を
安
置
し

た
輩
は
ま
た
ね
か
っ
て
い
な
い
｡
こ
の
当
時
､
穂
高

と
は
､
壁
晶
神
社
の
奥
社
の
山
と
し
て
､
前
穂
明
神

を
漠
然
と
云
っ
て
い
た
の
で
､
恐
ら
-
明
神
池
の
畔

か
ら
､
そ
の
一
角
に
登
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
播
隆

は
そ
の
後
､
各
地
を
巡
錫
中
で
も
､
槍
ヶ
岳
の
こ
と

は
常
に
心
に
と
ど
め
て
い
た
｡

天
保
四
年
(
一
八
三
三
)
八
月
'
五
人
の
弟
子
､

信
者
数
名
と
共
に
､
中
田
素
を
訪
れ
文
重
郡
を
加
え

た
多
勢
で
槍
ヶ
岳
へ
向
っ
た
｡
今
回
は
播
隆
が
槍
ヶ

岳
の
岩
窟
で
当
分
の
問
参
籠
す
る
の
で
'
食
科
を
十

分
に
用
意
し
て
出
発
し
た
｡
三
回
日
の
登
山
は
前
回

よ
り
更
に
容
易
に
岩
短
に
着
い
た
｡
播
隆
は
直
に
口

播
三
昧
別
時
を
勤
め
､
晴
れ
た
日
を
待
っ
て
は
弟
子

と
共
に
槍
の
頂
上
に
登
り
､
時
々
現
れ
る
御
来
光
を

仏
の
出
現
と
し
て
伏
し
拝
ん
で
い
た
｡
八
月
も
末
に

在
る
と
高
向
の
朝
夕
は
氷
が
張
る
ほ
ど
の
寒
さ
に
在

る
｡

播
隆
は
他
の
人
達
の
こ
と
を
心
配
し
て
､
全
員
を

下
山
さ
せ
､
更
に
寒
気
を
意
と
も
せ
ず
､
一
七
日
の

別
時
を
勤
め
て
い
た
｡
里
で
も
急
に
寒
-
な
っ
た
の

で
､
又
重
郎
が
心
配
し
て
登
っ
て
み
る
と
､
附
近
に

は
新
雪
が
降
り
､
さ
び
し
い
寒
さ
と
高
山
の
無
理
を

生
活
の
た
め
､
播
隆
は
衰
弱
し
動
け
な
-
な
っ
て
い

た
｡
又
重
郎
は
彼
を
救
い
出
し
､
下
山
を
は
じ
め
た

が
､
途
中
岩
に
つ
ま
ず
き
足
を
摘
め
歩
け
を
-
な
っ

て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
又
重
邸
は
播
隆
を
背
負
っ
て
'

十
三
里
の
道
を
字
っ
じ
て
小
倉
村
へ
戻
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
年
は
天
保
年
間
の
凶
作
で
'
農
民
は
飢
餓
と

◆

の

〈

･

よ

ミ

､

悪
疫
に
お
び
や
か
さ
れ
て
い
た
｡
描
隆
が
槍
ヶ
岳
を

開
山
し
て
,
有
名
に
な
る
と
､
次
第
に
風
当
り
が
強
-

な
っ
た
｡
｢
怪
憎
が
清
浄
を
山
へ
登
っ
た
の
で
'
こ
の

凶
作
に
な
っ
た
｣
と
い
う
唱
が
広
が
り
出
し
た
｡
松
本

蒲
で
は
捨
て
ゝ
は
お
け
ず
､
捕
吏
を
小
倉
村
へ
追
し

た
が
､
又
重
邸
は
､
｢
こ
の
西
山
一
帯
は
公
儀
よ
り
許

さ
れ
て
､
我
が
家
代
々
の
支
配
し
て
い
る
所
で
あ
る
｡

そ
の
中
で
の
こ
と
は
､
ね
指
図
は
受
け
ぬ
｣
と
三
日

の
も
の
に
'
し
り
ぞ
け
た
｡

第
四
回
登
山
は
天
保
五
年
(
二
八
三
四
)
六
日
十

八
日
で
あ
っ
た
｡
弟
子
数
名
､
松
本
新
橋
の
大
坂
屋

山
に
つ
い
て
は
､

先
述
の
｢
念
仏
法

話
取
雑
録
｣
､
大

坂
屋
佐
助
が
印
施

し
た
｢
信
州
鎗
獄

略
縁
起
｣
　
に
詳
細

に
述
べ
ら
れ
て
い

る
｡
そ
れ
に
よ
る

と
､
頂
上
を
平
に

し
て
'
詞
を
造
り
､

今
回
奉
持
し
た
鋼

偶
像
を
､
先
年
安

擬
態
搬
鶉
態
識
闇
-ヽ
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申

佐
助
､

ほ
か
に

猟
師
二

人
､
飛

騨
よ
り

き
た
信

者
の
紫

鍬
職
(

土
工
)

も
参
州

し
た
｡

こ
の
登

置
の
三
仏
に
加
え

て
四
尊
と
し
た
｡
ま
た
桧
の
岩
壁
百
聞
の
う
ち
､
七

十
間
に
木
の
鍵
を
結
び
合
わ
せ
た
善
の
綱
を
か
け
登

山
の
安
全
を
図
っ
た
｡

を
お
､
こ
の
当
時
の
播
隆
の
動
静
を
伝
え
る
も
の

に
野
沢
村
(
現
三
郷
村
野
沢
)
庄
屋
務
台
与
一
石
衝

門
景
邦
の
｢
公
私
年
々
雑
事
記
｣
　
(
以
下
務
台
素
文

語
と
略
す
)
が
あ
る
｡

｢
(
天
保
五
午
年
)
右
之
節
八
月
廿
六
日
に
､
尾
張

け
｣
ヤ
-
く

美
濃
の
辺
を
御
化
益
被
成
候
播
隆
上
人
と
申
行
者
､

手
前
宅
へ
卸
出
離
融
候
,
此
上
人
様
は
､
西
山
鎗
ケ

て

h

.

.

r

u

n

岳
に
面
､
当
夏
五
十
余
日
行
を
破
戒
､
八
月
十
二
日

に
御
下
り
被
服
候
､
右
行
之
前
､
鎗
ケ
岳
険
難
の
処
へ

て

藁
綱
御
入
用
に
而
'
去
巳
は
凶
作
に
而
､
藁
悪
-
去

々
年
の
義
手
前
方
に
而
差
上
條
に
付
､
御
礼
と
し
て

御
題
被
服
候
｣
と
あ
り
善
の
綱
朋
の
藁
を
貰
っ
て
い

る
｡
ま
た
玄
向
寺
蔵
の
｢
三
昧
発
律
詩
｣
に
よ
る
と
､

こ
の
第
四
回
登
山
の
参
観
中
に
'
描
隆
は
先
年
再
興

し
た
笠
ケ
岳
へ
稜
線
伝
い
に
行
っ
て
い
る
｡

務
台
を
文
書
に
よ
る
と
'
橋
隆
は
翌
天
保
六
年
六
月

廿
四
日
に
も
､
又
重
郎
と
共
に
槍
ヶ
岳
登
山
を
し
た
｡

尚
,
同
文
書
に
よ
る
と
そ
の
直
後
に
庄
屋
が
播
隆
の

後
を
追
っ
て
登
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
は

播
隆
の
第
五
回
目
の
登
山
に
あ
た
り
'
今
回
-
ま
じ
め

で
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
播
隆
は
槍
ヶ
岳
登
拝

者
の
安
全
を
図
る
た
め
に
'
鉄
鎖
を
か
け
る
こ
と
を

力
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
の
で
｢
鈴
嶽
略
縁
起
｣
を

各
地
に
配
布
し
て
募
金
し
た
､
多
数
の
信
者
の
喜
捨

が
よ
せ
ら
れ
'
鉄
鎖
は
美
濃
の
関
で
造
ら
れ
､
三
､

四
ケ
月
後
に
は
信
者
達
に
よ
り
小
倉
村
へ
運
ば
れ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
､
で
恩
は
ぬ
障
害
に
遭
遇
し
た
｡

務
台
素
文
書
に
は
次
の
如
-
あ
る
｡

｢
天
保
七
申
年
､
播
陸
士
人
士
長
尾
あ
み
た
堂
二
､

_

-

I

ユ

.

ワ

ノ

ヤ

ク

去
末
ノ
十
月
廿
三
日
二
御
大
被
御
留
錫
複
成
候
処
､

当
七
月
廿
三
日
二
御
出
立
被
服
､
美
濃
国
へ
御
越
複

成
候
､
尤
去
年
ヨ
リ
御
逗
留
中
へ
四
月
上
旬
よ
り
八

月
迄
雨
天
打
続
候
処
､
鈴
ケ
嶽
御
開
き
破
戒
候
故
､

大
雨
陸
続
'
凶
作
二
相
成
候
由
､
一
統
申
さ
れ
候
､

失
敗
不
首
尾
二
面
脚
立
破
戒
候
'
右
横
之
儀
､
一
切

無
之
､
諸
国
共
雨
天
打
続
､
凶
作
二
俣
所
､
着
飾
之

悪
評
致
候
投
､
脚
気
毒
之
至
二
候
｣
と
あ
る
よ
う
に
､

播
隆
が
槍
ヶ
岳
を
開
山
し
､
そ
の
名
声
が
高
ま
る
に

従
い
､
風
当
り
が
強
-
な
り
､
天
保
の
飢
饉
に
結
び

つ
け
ら
れ
｢
神
が
怒
っ
て
凶
作
に
し
た
｣
と
云
い
ふ

ら
す
者
が
あ
り
､
鉄
鎖
は
松
本
蒲
に
差
し
押
え
ら
れ

て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
､
又
重
郎
ら
信
者
の
強
力
な

遊
動
が
続
け
ら
れ
､
四
年
後
の
天
保
十
一
年
二
八

四
〇
)
に
は
'
や
､
豊
作
に
も
な
っ
た
の
で
､
鉄
鎖

を
か
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
｡
し
か
し
そ
の
頃
､
掩

隆
は
長
年
の
難
行
苦
楽
の
た
め
か
､
病
を
得
て
自
ら

は
槍
ヶ
岳
へ
登
る
こ
と
が
で
き
ず
､
玄
向
寺
で
専
心

念
仏
を
唱
え
な
が
ら
へ
又
重
郎
ら
信
者
達
に
よ
り
無

事
槍
に
鉄
鎖
が
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
た
｡

務
台
素
文
書
に
は
次
の
よ
う
に
話
せ
ら
れ
て
い
る
｡

｢
(
天
保
十
一
年
)
播
隆
士
人
-
去
亥
年
江
声
へ
御
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が
け

出
府
被
戒
律
宗
こ
御
成
り
破
戒
　
当
春
御
帰
り
掛
に

･
乃
や
′
ヽ

松
本
へ
御
題
破
戒
諸
方
御
化
益
撮
候
　
黙
ル
処
当
七

月
ヨ
リ
御
大
病
二
面
'
大
村
玄
向
寺
二
御
逗
留
破
戒
｣

又
重
郎
ら
に
よ
り
無
事
鉄
鎖
は
か
け
ら
れ
､
御
病

気
も
少
々
快
方
に
向
は
ね
た
の
で
､
信
者
達
に
鉄
鎖

い
し
｣
‡
●
ノ
｣

懸
垂
の
御
礼
を
か
ね
て
暇
乞
い
を
し
て
美
濃
の
草
庵

へ
旅
立
た
れ
た
｡
務
台
素
文
語
に
は
｢
播
隆
律
師
去

ル
九
月
十
六
日
二
私
宅
を
脚
立
破
戒
中
山
道
通
り
美

濃
へ
御
帰
り
被
成
､
太
田
宿
林
七
左
衝
門
(
市
左
衝

門
の
間
違
い
で
あ
る
)
　
と
中
人
ノ
方
二
両
､
御
病
気

無
御
快
気
､
十
日
廿
一
日
御
遷
化
破
戒
候
　
誠
二
行

書

｢

'

i

J

　

ノ

t

T

コ

･

手

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

絡

7

工

T

ハ
蔵
敷
事
､
一
生
涯
木
食
二
両
､
塩
気
を
断
毎
日
朝

六
ツ
半
時
一
食
二
而
､
夫
ヨ
リ
後
ハ
終
日
一
切
食
事

不
破
成
候
､
昨
年
律
宗
に
御
般
破
戒
候
ヨ
リ
巳
来
､

汁
-
レ
P
-
書
-

朝
ハ
粟
粥
､
四
ツ
半
時
二
食
事
複
成
候
へ
去
共
木
食

二
面
五
穀
ヲ
断
､
塩
気
ハ
不
破
王
侯
､
古
今
稀
成
大

行
也
｡
御
法
名
謹
離
鮨
基
軸
阿
仏
岩
盤
大
和
上
｣

と
あ
り
､
務
台
索
文
書
の
別
の
個
所
に
は
､
播
隆
が

初
冬
の
鍋
冠
両
へ
冬
締
り
に
出
か
け
､
大
荒
れ
の
天

候
の
た
め
､
む
な
し
-
下
山
し
た
が
､
足
に
凍
傷
を

負
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
､
そ
の
修
行
の
き
び
し
い
こ

と
を
伝
え
て
い
る
｡
掘
隆
は
槍
ヶ
岳
開
山
を
決
意
し

て
十
八
年
､
第
一
回
槍
ヶ
岳
登
山
よ
り
十
五
年
の
長

い
歳
月
を
要
し
て
､
色
々
の
障
害
を
乗
り
越
え
､
鉄

鎖
を
か
け
る
と
い
う
大
願
祓
就
を
を
し
と
げ
た
｡
そ

れ
は
深
山
に
浄
土
世
界
を
求
め
る
山
岳
宗
教
に
塞
く

も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
心
の
底
に
は
近
代
登
山

同
様
山
そ
の
も
の
に
'
は
げ
し
い
情
熱
を
燃
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
｡
北
了
の
三
千
米
を
越
す
名
山
､
二
座

を
初
登
頂
し
た
こ
と
は
'
今
後
末
永
-
田
本
山
岳
史

に
光
彩
を
放
つ
も
の
で
あ
る
｡
最
近
播
隆
の
新
資
科

が
柏
つ
い
で
発
見
さ
れ
て
い
る
｡
播
隆
の
未
解
明
部

分
が
更
に
明
ら
か
に
在
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
.

槍
ヶ
岳
登
山
の
基
地
'
三
郷
村
を
中
心
に
､
松
本

平
に
は
播
隆
の
名
号
碑
､
a
r
軸
を
ど
が
数
多
-
残
さ

れ
て
い
る
｡
当
時
､
天
保
の
飢
饉
と
悪
疫
の
流
行
に

苦
し
む
農
民
は
藁
を
も
つ
か
む
思
い
で
生
き
仏
と
し

て
播
隆
に
す
が
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡
詳
細

は
拙
著
｢
槍
ヶ
岳
開
山
捕
隆
｣
　
(
大
修
館
刊
)
を
参

照
さ
れ
た
い
｡
(
槍
岳
山
荘
､
槍
潰
ロ
ッ
ヂ
経
営
)

月
は
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
球
に
と
っ
て
一
番

近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
天
体
で
肉
眼
で
見
て
も
す
ぐ
そ

れ
と
わ
か
る
こ
と
か
ら
牛
活
に
密
着
し
て
い
ま
す
｡

月
は
太
陽
と
な
ら
ん
で
お
日
さ
ま
､
お
日
さ
ま
､
な

ど
と
お
の
字
を
つ
け
て
呼
ん
で
い
ま
す
｡
お
の
字
を

つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
だ
け
う
や
ま
っ
て
い

る
親
し
み
を
持
っ
て
い
る
､
お
か
げ
を
う
け
て
い
る

と
い
う
よ
う
を
こ
と
か
ら
つ
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

ほ
か
の
天
体
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
呼
び
方
は
し

て
い
ま
せ
ん
｡

こ
の
目
と
私
た
ち
の
牛
活
と
の
か
か
わ
り
を
考
え

て
み
る
と
､
大
け
さ
に
い
う
左
ら
は
月
が
な
く
て
は

一
】
し
'
,
〟

語
れ
ま
せ
ん
､
そ
の
例
と
し
て
ま
ず
｢
暦
｣
　
で
す
｡

月
の
満
ち
る
の
と
欠
け
る
の
を
も
と
に
し
た
生
活
の

リ
ズ
ム
と
し
て
の
暦
､
こ
れ
も
月
を
も
と
に
し
て
い

ま
す
｡
新
月
の
口
を
一
日
に
､
満
月
の
日
を
十
五
日

と
決
め
て
日
月
の
円
安
と
し
て
き
た
の
が
太
陰
暦
と

い
わ
れ
る
陰
暦
で
す
｡
ま
た
今
の
太
陽
暦
を
新
暦
と

い
う
な
ら
旧
暦
で
あ
り
､
今
で
も
こ
の
旧
暦
は
各
地

に
残
っ
て
生
活
に
生
き
て
い
ま
す
｡
お
盆
と
い
わ
れ

る
の
は
旧
で
七
月
十
五
日
､
新
で
は
八
月
十
五
日
と

な
っ
て
い
ま
す
.
.
こ
の
日
の
満
ち
欠
け
を
も
と
に
し

た
行
事
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
｡
ど
れ
を
と
っ
て
み

て
も
､
人
々
に
と
っ
て
は
郷
愁
を
さ
そ
う
も
の
で
す
｡

し

一

l

ふ

/

I

,

t

]

新
月
の
一
日
を
お
っ
い
た
ち
'
三
日
月
､
上
目
破
､

_

)

ゆ

I

-

)

め

十
三
夜
､
十
五
夜
な
ど
こ
ま
か
く
各
地
の
も
の
を
見

て
い
く
と
殆
ど
の
日
に
何
か
が
あ
り
ま
す
｡
中
で
も

全
国
的
に
も
大
北
地
方
と
し
て
も
行
事
と
し
て
定
着

し
て
い
る
も
の
に
十
日
夜
､
十
三
夜
､
十
五
夜
が
あ

り
ま
す
｡

こ
こ
で
は
天
北
地
方
で
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い

る
こ
れ
ら
月
に
か
か
る
行
事
を
ま
と
め
て
お
月
見
と

し
て
と
ら
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

中
秋
の
名
日
は
十
五
夜
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
｡
こ
の
日
に
は
お
餅
を
つ
き
ま
す
｡
た
い
て
い

い

っ

レ

｣

◆

事

十

は
大
き
な
鏡
餅
を
二
つ
作
り
､
そ
れ
を
一
斗
桝
の
中

ら

.

.

に
藁
で
さ
ん
は
あ
て
を
編
ん
で
そ
の
上
に
の
せ
､
楽

の
つ
い
た
ま
ま
の
大
根
を
二
本
そ
え
て
､
月
の
見
え

る
所
へ
供
え
ま
す
一
∪
　
こ
の
お
供
え
物
は
な
る
へ
ノ
､
日

に
近
い
方
が
よ
い
と
い
っ
て
屋
根
と
か
木
の
又
の
と

こ
ろ
へ
供
え
た
り
し
ま
し
た
一
∪
　
そ
し
て
あ
る
日
は
そ

れ
よ
り
高
い
と
こ
ろ
へ
大
根
を
披
け
上
げ
た
り
し
ま

し
た
｡
こ
う
し
た
こ
と
は
人
々
か
少
し
で
も
月
の
近

く
へ
さ
し
あ
け
た
い
と
い
う
心
根
か
ら
出
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
｡
餅
の
つ
き
方
'
粉
を
つ
け
る
つ
け
な

い
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
が
去
り
ま
し
た
｡

今
は
餅
を
つ
く
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
り
､
す
す
き

に
お
菓
子
な
ど
い
う
形
た
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

ま
す
.
.
十
五
夜
に
ち
な
ん
だ
い
ろ
い
ろ
を
な
ら
わ
し

が
あ
り
ま
す
｡
大
北
地
方
の
ぽ
と
ん
と
全
域
に
あ
る

も
の
と
し
て
　
｢
す
け
ぼ
う
ず
｣
　
と
い
わ
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
っ
　
こ
れ
は
護
を
す
ぐ
っ
て
先
の
方
同
士

む
す
ん
だ
も
の
で
､
苦
は
橘
を
た
は
ね
た
り
､
業
や

大
根
を
た
は
ね
た
り
す
る
と
き
に
硬
い
ま
し
た
｡
こ

の
す
け
紬
で
た
は
ね
ら
れ
る
だ
け
､
農
作
物
を
盗
ん

で

も

と

が

め

ら

れ

な

い

と

い

っ

た

し

き

た

り

も

あ

り

ま
し
た
｡
こ
れ
は
十
五
夜
で
満
月
だ
か
ら
､
お
月
様

が
見
て
い
て
許
し
て
く
れ
る
と
考
え
た
庶
民
の
楽
し

み
で
も
あ
り
ま
し
た
｡
お
月
様
に
供
え
た
餅
を
盗
め

ば
長
者
に
な
る
と
か
､
大
根
を
二
本
上
げ
る
の
は
一

本
曜
日
に
も
う
一
本
は
太
陽
に
と
い
っ
た
心
が
こ
め

ら
れ
て
い
た
と
古
老
は
語
っ
て
い
ま
す
｡

十
三
夜
､
十
三
日
目
を
お
月
見
と
ふ
つ
う
い
っ
て

い
る
｡
餅
を
つ
い
て
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
は
殆
ど
十

五
夜
と
同
じ
で
す
が
'
炭
素
で
は
十
五
夜
よ
り
も
む

し
ろ
､
こ
の
十
三
夜
の
方
が
を
し
み
が
深
い
の
で
す
｡

十
五
夜
は
商
人
の
月
見
だ
が
十
三
夜
は
百
姓
の
月
見

だ
と
し
て
古
来
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
て
い
ま
す
｡

こ
の
日
は
百
姓
仕
事
に
と
っ
て
一
つ
の
節
目
で
初

穂
を
お
月
様
に
見
て
も
ら
う
｡
ま
た
実
り
の
最
後
を

守
っ
て
も
ら
う
在
ど
信
仰
的
を
蓬
味
も
含
ま
れ
て
い

る
お
月
見
で
す
｡
十
五
夜
に
餅
を
つ
か
を
か
っ
た
素

で
も
こ
の
日
に
は
何
を
お
い
で
も
つ
き
ま
し
た
｡
つ

こ
う
に
よ
っ
て
つ
け
な
い
素
で
も
'
臼
と
き
ね
で
空

自
で
ま
ね
音
た
け
で
も
さ
せ
る
も
ん
だ
と
い
っ
て
ど

の
素
で
も
餅
を
つ
い
て
月
見
の
行
事
を
し
た
の
で
す
｡

し
｣
_
あ
▲
ノ
l
几
め
-

十
日
夜
'
十
日
目
の
夜
を
こ
う
呼
ん
で
い
ま
す
｡

こ
の
頃
に
な
る
と
農
素
の
仕
事
も
一
段
落
し
､
稲
も

実
っ
て
一
安
心
と
い
う
時
期
を
の
で
､
案
山
子
上
げ

と
い
っ
て
､
田
ん
ぼ
に
立
て
た
､
案
山
子
や
す
ず
め

あ
レ
｣

厳
し
の
用
具
を
田
ん
ぼ
か
ら
引
き
上
げ
て
､
木
戸
に

た
で
か
け
て
あ
き
こ
苦
労
を
ね
ぎ
ら
う
意
味
か
ら
､

つ
い
た
餅
を
供
え
た
り
､
案
山
子
の
口
に
あ
て
が
っ

た
り
し
ま
し
た
｡
ま
た
そ
れ
が
す
む
と
､
こ
わ
し
で

餅
つ
き
用
の
か
ま
ど
の
火
種
に
し
た
り
す
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
今
ま
で
衡
り
て
い
た
作
馬

を
馬
主
に
返
し
､
貨
り
鯖
を
捕
算
し
た
り
す
る
円
と

も
な
っ
て
い
ま
し
た
｡

お
月
見
に
は
こ
う
し
た
こ
と
の
他
に
信
仰
的
な
意

味
が
大
き
-
用
の
見
え
方
､
そ
の
日
の
天
気
を
ど
と

の
か
か
わ
り
で
そ
の
年
の
豊
凶
を
占
な
っ
た
り
､
ま

た
豊
作
や
健
康
や
､
安
全
を
祈
る
と
い
っ
た
願
い
を

こ
め
た
行
事
で
も
あ
り
ま
し
た
｡

(
大
町
市
菓
小
字
校
･
市
史
編
纂
委
員
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