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槍ヶ岳に沈む月　　写真と文　百瀬　典明

緑
色
の
裾
野
を
持
っ
た
槍
ヶ
岳
を
撮
影
し
ょ
う
と
､

七
月
に
は
新
穂
高
温
泉
か
ら
入
山
す
る
も
､
両
々
々
'

八
月
に
入
っ
て
か
ら
は
､
横
通
岳
･
大
天
井
岳
方
面

か
ら
撮
影
し
ょ
う
と
､
三
回
も
出
掛
け
た
け
れ
ど
も
､

そ
の
姿
を
見
せ
て
は
く
れ
ず
､
そ
し
て
夏
は
終
わ
っ

た
｡

今
年
の
梅
雨
明
け
宣
言
は
､
七
月
二
十
七
日
に
出

さ
れ
た
も
の
の
､
そ
れ
も
何
時
し
か
撤
回
さ
れ
､
梅

雨
明
け
の
無
い
冷
夏
で
､
撮
影
の
さ
っ
ぱ
り
出
来
な

い
年
で
あ
り
ま
し
た
｡

七
･
八
月
の
雨
量
は
､
平
年
は
二
百
三
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
へ
今
年
は
四
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
､
平
年
比
百

七
十
%
増
し
の
大
量
の
雨
が
降
り
､
上
高
地
で
は
梓

川
の
護
岸
が
何
箇
所
も
被
害
を
受
け
ま
し
た
｡
横
尾

か
ら
槍
沢
ロ
ッ
ジ
ま
で
の
道
は
､
い
た
る
所
に
ぬ
か

る
み
が
で
き
て
お
り
､
今
年
は
乾
い
た
登
山
路
を
歩

く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

緑
薫
る
槍
ヶ
岳
が
適
わ
な
い
な
ら
､
紅
葉
あ
る
い

は
新
雪
の
姿
を
求
め
て
二
週
連
続
で
檜
沢
か
ら
西
岳

へ
通
い
ま
し
た
｡

九
月
二
十
二
日

冷
た
い
雨
の
中
を
撮
影
し
な
が
ら
西
岳
を
目
指
す
｡

ふ
と
振
り
返
れ
ば
'
三
千
メ
ー
ト
ル
の
稜
線
は
雪
化

班
し
雨
に
霞
む
槍
ヶ
岳
の
姿
を
脹
ら
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
｡

十
月
一
日

前
日
の
大
雨
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
た
青
空
の
中
を
､

今
日
も
ま
た
西
岳
を
目
指
す
-

檜
沢
か
ら
別
れ
水
俣
乗
越
へ
向
か
う
道
は
'
木
々
に

包
ま
れ
た
趣
あ
る
道
で
す
｡

雨
上
が
り
の
瑞
々
し
い
黄
葉
に
抱
か
れ
て
い
る
と
､

体
が
黄
色
-
染
ま
る
よ
う
な
中
を
独
り
占
め
し
な
が

ら
歩
い
て
来
ま
し
た
｡

皆
さ
ん
も
'
是
非
歩
か
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
｡

槍
ヶ
岳
は
､
五
月
に
潤
沢
岳
か
ら
望
ん
で
以
来
百
五

十
日
振
り
に
穂
先
を
現
わ
し
て
-
れ
､
更
に
満
月
が

槍
ヶ
岳
に
沈
む
姿
を
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

今
後
も
､
大
自
然
の
中
､
感
動
す
る
心
を
失
わ
ず

に
､
撮
影
を
続
け
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

(
日
本
山
岳
写
真
協
会
松
本
支
部
)
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古瀬戸四耳壷と土師質小皿

館物情ど山

山
寺
廃
寺
跡
の
出
土
遺
物幅

　

　

具

　

義

山
寺
廃
寺
の
跡
は
､
大
町
市
社
の
北
開
田
に
流
れ

出
る
山
寺
沢
に
沿
っ
て
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
さ
か

の
ぼ
っ
た
､
西
五
輪
山
の
懐
の
傾
斜
地
に
あ
る
｡
南

ほ
ら

東
に
向
い
た
洞
地
形
の
緩
傾
斜
面
は
､
日
当
り
も
よ

く
湧
水
に
も
恵
ま
れ
て
い
て
､
四
囲
は
山
で
あ
る
た

め
外
界
と
隔
絶
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
昔
こ
こ
に
立
っ

て
い
た
山
寺
の
落
ち
着
い
た
た
ず
ま
い
を
､
い
ま
で

も
連
想
す
る
に
十
分
な
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

昭
和
三
四
年
の
こ
と
､
こ
の
山
寺
跡
を
経
て
､
山

裏
の
原
野
桑
園
に
通
じ
る
山
道
の
改
修
工
事
が
地
元

の
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
､
そ
の
折
り
山
寺

跡
の
上
方
部
の
地
表
下
約
五
〇
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
か

ら
'
火
葬
墓
関
係
の
遺
物
が
偶
然
出
土
し
た
｡
遺
物

し

じ

こ

へ

い

し

の
内
容
は
､
古
瀬
戸
四
耳
壷
一
･
古
瀬
戸
瓶
子
二
･

ナ

い

ち

ゆ

う

は

じ

し

っ

青
白
磁
水
注
÷
土
師
質
小
皿
一
･
写
経
石
一
と

多
量
の
火
葬
骨
な
ど
で
あ
る
｡
計
画
的
な
発
掘
で
な

か
っ
た
た
め
､
こ
れ
ら
遺
物
の
出
土
状
態
を
正
確
に

知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
､

工
事
に
従
事
し
た
人
々
の
記
憶
を
頼
り
に
､
出
土
状

況
な
ど
を
復
原
的
に
調
査
考
察
し
た
と
こ
ろ
へ
遺
物

の
形
状
や
出
土
状
態
は
'
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

る
こ
と
が
判
っ
て
き
た
｡

-
 
､
古
瀬
戸
四
耳
壷
と
土
師
質
小
皿

四
耳
壷
は
､
現
存
器
高
二
七
･
四
セ
ン
チ
､
屑
張

最
大
径
二
三
･
二
セ
ン
チ
で
'
地
表
下
五
〇
セ
ン
チ

か
ら
直
立
し
て
出
土
し
た
｡
底
部
は
､
四
耳
壷
が
埋

め
ら
れ
た
時
す
で
に
欠
失
し
て
い
た
ら
し
く
､
穴
の

あ
い
た
底
に
は
内
側
か
ら
土
師
質
の
径
八
･
四
セ
ン

チ
の
小
皿
を
下
向
き
に
し
て
ふ
さ
い
で
あ
っ
た
｡
壷

中
に
は
黒
色
土
に
混
っ
て
火
葬
し
た
人
骨
の
小
片
や

骨
粉
･
木
炭
片
･
素
焼
き
の
小
土
器
片
な
ど
が
充
満

し
て
い
た
｡
壷
の
周
囲
に
も
ま
き
散
ら
し
た
か
の
よ

う
に
小
骨
片
や
骨
粉
が
あ
っ
た
｡

四
耳
壷
の
上
に
は
お
よ
そ
二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
土

層
を
お
い
て
'
後
述
の
写
経
石
が
平
ら
に
埋
め
ら
れ

て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
状
態
か
ら
､
そ
こ
は
､
四
耳
壷

を
火
葬
人
骨
の
蔵
骨
器
と
し
て
用
い
写
経
石
を
供
養

の
た
め
に
副
納
し
た
火
葬
墓
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
｡

ひ
も
つ
ち

四
耳
壷
は
､
紐
土
を
巻
き
上
げ
て
成
形
し
､
ロ
タ

ロ
で
整
形
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
器
壁
の
状
態
か

ら
見
と
れ
る
｡
ふ
っ
く
ら
と
張
っ
た
肩
の
上
に
は
､

教
条
の
沈
線
を
施
し
て
つ
ま
ん
だ
よ
う
な
山
型
の
四

つ
の
耳
が
､
口
縁
を
は
さ
ん
で
対
称
の
位
置
に
､
耳

穴
を
上
下
に
向
け
た
横
耳
の
形
で
貼
り
付
け
ら
れ
て

い
る
｡
口
頭
部
分
は
外
に
反
り
か
え
り
､
大
き
く
開

う

b

ぐ

す

り

か

い

ゆ

う

口
し
て
い
る
｡
和
楽
は
'
木
灰
を
使
っ
た
灰
紬
で
､

黄
緑
色
を
呈
し
て
薄
く
壷
全
面
を
覆
う
が
､
一
部
に

ゆ
う
じ
‡

は
偏
っ
て
な
だ
れ
て
粕
縞
を
見
せ
る
な
ど
'
施
紬
は

ま
だ
安
定
し
て
い
な
い
｡
こ
れ
は
､
木
灰
に
混
ぜ
る

長
石
の
量
が
足
り
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
壷
全
体
は
整
っ
た
美
し
い
形
を
し
て
い

て
､
張
り
の
あ
る
肩
や
外
反
す
る
口
頚
部
の
形
か
ら

推
し
て
鎌
倉
時
代
中
期
　
(
二
二
世
紀
中
ご
ろ
)
　
に

よ

う

ざ

よ

う

か

ま

ど

窯
業
の
町
現
愛
知
県
瀬
戸
市
に
あ
っ
た
窯
で
製
造

さ
れ
た
も
の
で
､
い
わ
ゆ
る
古
瀬
戸
と
よ
ぼ
れ
､
鎌

倉
時
代
中
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
長
い
年
代

に
わ
た
っ
て
造
り
続
け
ら
れ
た
古
瀬
戸
四
耳
竃
の
中

で
も
､
そ
の
初
源
期
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が

つ
や

確
実
視
さ
れ
て
い
る
｡
細
面
の
淡
い
が
艶
の
あ
る
光

沢
を
み
て
い
る
と
､
七
〇
〇
年
の
歳
月
を
感
じ
さ
せ

な
い
み
ず
み
ず
し
さ
さ
､
そ
つ
か
が
え
る
｡

な
お
こ
の
形
の
四
耳
遠
は
､
中
国
の
宋
代
に
そ
の

原
型
が
あ
り
､
平
安
時
代
末
期
の
自
乗
貿
易
に
よ
っ

て
多
量
に
輸
入
さ
れ
､
蔵
骨
器
や
経
筒
外
容
器
と
し

て
用
い
ら
れ
て
お
り
､
鎌
倉
時
代
中
期
こ
れ
に
な
ら

っ
て
瀬
戸
で
大
量
に
製
造
さ
れ
て
か
ら
∴
王
と
し
て

東
国
で
こ
れ
を
蔵
骨
器
と
し
て
多
用
さ
れ
て
き
た
よ

う
で
あ
る
｡

こ
の
四
耳
壷
の
底
部
が
欠
失
し
て
い
る
の
は
､
わ

が
国
の
葬
礼
慣
習
の
中
に
､
完
全
な
形
の
器
物
を
一

部
欠
い
て
使
う
例
が
多
い
こ
と
か
ら
､
廃
品
を
再
利

用
し
た
の
で
は
な
く
､
故
意
に
底
を
抜
い
た
も
の
と

こ
う
L
I
い

み
た
い
｡
底
部
と
そ
の
下
に
続
く
高
台
部
分
が
見
当

ら
な
い
が
､
ほ
か
の
同
時
期
の
四
耳
壷
の
例
か
ら
考

え
て
､
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
高
さ
を
も
つ
高
台
が
､
裾

を
開
い
た
形
で
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測

た

い

ど

さ
れ
る
｡
な
お
胎
土
は
灰
白
色
で
焼
き
が
よ
く
､
十

分
な
陶
質
と
な
っ
て
い
る
｡
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川原石に牽かれた法華経第20巻

〟
古瀬戸嫡子2

館物悼ど山

2
､
写
経
石

四
耳
壷
の
上
方
か
ら
､
隅
丸
方
形
で
扁
平
な
凝
灰

岩
質
の
川
原
石
に
､
法
華
経
を
墨
書
し
た
経
石
が
出

じ

ょ

う

ふ

さ

よ

う

土
し
た
｡
経
文
は
'
法
華
経
第
二
〇
巻
の
常
不
軽

ば
さ
つ
ば
ん

菩
薩
品
で
､
通
常
の
書
き
方
と
は
逆
に
､
左
端
か
ら

縦
書
き
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
書
い
た
文
字
を
手
で
こ

す
り
消
す
こ
と
を
恐
れ
て
の
配
慮
か
ら
で
も
あ
ろ
う

か
｡
表
裏
･
側
面
と
も
び
っ
し
り
と
書
か
れ
て
い
る

が
､
書
く
と
こ
ろ
が
不
足
し
た
せ
い
か
､
あ
る
い
は

別
の
石
に
続
き
を
菖
い
た
か
'
常
不
軽
菩
薩
品
全
体

の
三
分
の
二
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
｡

と
も
か
く
か
な
り
書
き
馴
れ
た
僧
が
､
か
な
り
な

速
度
で
書
き
進
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
多

用
し
て
い
る
異
体
字
や
書
体
か
ら
み
る
と
､
多
分
に

平
安
時
代
風
な
書
き
ぶ
り
で
あ
り
､
こ
れ
か
ら
す
る

と
火
葬
骨
の
埋
細
の
と
き
､
霊
供
養
の
た
め
こ
れ
を

書
き
へ
同
時
に
埋
め
た
も
の
と
考
え
た
い
｡
四
耳
壷

の
造
ら
れ
た
鎌
倉
時
代
中
期
に
お
け
る
葬
送
供
養
儀

礼
の
様
子
を
物
語
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
｡

な
お
､
後
に
な
っ
て
､
山
寺
廃
寺
の
入
口
地
点
か

ら
､
拳
大
の
川
原
石
に
法
華
経
第
一
三
巻
の
勧
持
品

の
一
部
を
書
写
し
た
経
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
付
記
し
て
お
く
｡

3
､
二
個
の
古
瀬
戸
瓶
子

瓶
子
1
は
､
器
高
二
七
･
八
セ
ン
チ
へ
口
径
四
･

八
セ
ン
チ
､
肩
張
最
大
径
一
九
･
五
セ
ン
チ
､
底
径

一
一
･
三
セ
ン
チ
で
､
胴
部
に
ほ
ほ
三
角
形
を
し
た

大
き
な
欠
失
部
分
が
あ
る
ほ
か
は
､

完
存
し
て
い
る
瓶
子
で
あ
る
｡

(
写
真
で
は
欠
失
部
分
は
裏
面
に

な
っ
て
い
て
見
え
な
い
｡
)

瓶
子
2
は
､
器
高
二
九
セ
ン
チ
へ

口
径
は
組
頭
の
残
存
部
分
で
四
･

三
セ
ン
チ
'
肩
張
最
大
径
一
九
･

四
セ
ン
チ
､
底
径
二
セ
ン
チ
で
､

口
綾
部
を
欠
失
す
る
ほ
か
は
完
存

し
て
い
る
｡

こ
の
二
つ
の
瓶
子
は
､
寸
法
に

も
器
型
に
も
幾
分
差
が
み
ら
れ
る
｡

瓶
子
1
は
､
頭
か
ら
肩
に
か
け
て

の
部
分
が
平
た
く
､
そ
の
た
め
肩

か
ら
胴
に
か
け
て
の
丸
味
を
き
わ

立
た
せ
､
ほ
ど
よ
い
腰
の
す
ぼ
ま

り
や
裾
の
開
き
と
相
ま
っ
て
､
器

全
体
を
落
ち
着
き
の
あ
る
も
の
に

さ
せ
て
い
る
｡
成
形
は
'
四
耳
壷

の
場
合
と
同
じ
く
紐
土
巻
き
上
げ

を
し
た
あ
と
､
ロ
ク
ロ
で
整
型
を

し
て
い
る
｡
こ
れ
は
瓶
子
2
も
同
様
で
あ
る
｡
瓶
子

1
の
口
縁
部
は
内
側
に
傾
く
縁
語
を
も
ち
､
頭
を
組

頭
と
す
る
｡
肩
先
さ
と
肩
中
央
と
に
､
そ
れ
ぞ
れ
三

条
ず
つ
の
櫛
自
沈
線
文
を
入
れ
て
､
瓶
子
を
装
飾
し

て
い
る
｡
底
は
平
底
で
､
裾
部
に
軽
い
面
取
り
が
み

ら
れ
る
｡

瓶
子
2
は
､
瓶
子
-
よ
り
器
高
が
高
く
'
欠
失
し

て
い
る
口
縁
部
を
復
元
す
れ
ば
､
両
瓶
子
の
器
高
差

は
三
セ
ン
チ
ほ
ど
に
も
な
ろ
う
か
｡
形
状
は
瓶
子
1

に
比
べ
て
肩
に
丸
味
が
あ
り
､
頸
下
か
ら
胴
部
ま
で

ふ
っ
く
ら
と
し
た
感
じ
が
強
い
｡
肩
中
央
･
肩
先
･

胴
の
三
箇
所
に
､
そ
れ
ぞ
れ
四
条
ず
つ
の
櫛
自
沈
線

文
を
入
れ
て
い
る
｡

胎
土
は
い
ず
れ
も
白
色
で
､
器
体
中
央
か
ら
下
に

は
焼
成
の
強
さ
に
よ
っ
て
紬
の
欠
落
が
あ
り
､
胎
土

の
表
面
に
赤
茶
色
の
変
色
が
見
え
て
い
る
｡
紬
薬
は

木
灰
の
刷
毛
塗
り
で
､
肩
の
粕
ム
ラ
が
著
し
く
､
胴

部
に
は
な
だ
れ
の
あ
と
が
見
え
､
ま
た
粕
の
は
じ
け

た
跡
が
あ
ば
た
状
に
な
っ
て
見
え
て
い
る
｡

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
の
二
つ
の
瓶
子
の
特
色
を

要
約
す
る
と
､
肩
が
丸
く
張
り
出
し
､
腰
が
細
く
す

ぼ
ま
り
､
裾
に
到
っ
て
僅
か
に
開
-
と
い
う
､
い
わ

し
ま
り
｢
)
し

ゆ
る
締
腰
型
の
形
状
と
い
え
､
灰
軸
の
施
和
状
態

と
併
せ
て
考
え
る
と
､
四
耳
壷
と
同
じ
､
古
瀬
戸
の

初
源
期
に
近
い
鎌
倉
時
代
中
期
(
一
三
世
紀
中
ご

ら
)
　
の
製
造
で
あ
る
と
い
え
る
｡

前
述
の
四
耳
壷
や
後
述
の
水
注
と
近
接
し
て
出
土

し
た
の
で
あ
る
が
､
四
耳
壷
同
様
に
黒
色
土
と
と
も

に
火
葬
し
た
人
骨
が
細
片
と
な
っ
て
収
容
さ
れ
て
い

た
｡
瓶
子
1
の
胴
部
の
欠
尖
部
分
は
比
較
的
大
き
く
'

収
骨
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
欠
い
た
に
し
て
は
不
適
当

な
箇
所
で
も
あ
る
た
め
､
発
掘
時
点
で
の
欠
損
で
は

な
い
か
と
欠
失
部
分
を
探
し
た
が
､
つ
い
に
発
見
で

き
な
か
っ
た
｡

な
お
瓶
子
は
､
神
前
に
御
酒
器
と
し
て
奉
納
さ
れ

る
場
合
も
､
あ
る
い
は
火
葬
骨
の
蔵
骨
器
と
し
て
用

い
る
場
合
も
､
二
個
を
一
対
に
し
て
用
い
る
こ
と
が

一
般
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
こ
の
山
寺
廃
寺

跡
の
瓶
子
の
場
合
も
､
器
高
や
器
形
に
差
違
が
あ
る

と
は
い
え
､
一
対
の
蔵
骨
器
と
し
て
用
い
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
瓶
子

の
出
土
し
た
周
辺
に
も
細
か
な
骨
片
が
存
在
し
た
｡

こ
れ
ら
は
'
火
葬
し
た
場
所
の
土
に
散
っ
た
骨
を
､

土
ご
と
持
参
し
て
こ
の
蔵
骨
器
の
ま
わ
り
に
丁
重
に

散
骨
し
た
と
考
え
た
い
｡

4
､
青
白
磁
の
水
注

四
耳
壷
や
瓶
子
と
近
接
し
て
こ
の
青
白
磁
の
水
注

(
水
差
し
)
も
火
葬
骨
を
内
蔵
し
て
出
土
し
た
｡
高

さ
七
セ
ン
チ
､
口
径
二
･
二
セ
ン
チ
､
胴
張
最
大
径

九
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
､
一
見
急
須
型
を
し
て
い
る

が
､
注
ぎ
口
と
把
手
が
一
直
線
上
に
取
り
付
け
ら
れ



④館物博ど山

て
い
る
点
へ
急
須
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡

扁
平
な
胴
は
､
肩
部
か
ら
下
に
向
け
て
微
か
な
縦

縞
の
あ
る
隆
起
を
み
せ
､
ひ
と
昔
前
ま
で
こ
の
地
方

じ

で
も
栽
培
さ
れ
た
地
カ
ボ
チ
ャ
型
を
し
て
い
る
｡
肩･'t

か
ら
上
に
は
､
葉
先
を
上
向
き
に
し
て
八
枚
の
葡

ど
う萄

の
葉
が
､
ま
た
肩
先
に
は
下
に
向
け
て
垂
れ
下
が

る
七
房
の
葡
萄
が
か
す
か
に
隆
起
し
'
こ
れ
ら
を
波

つ
る

状
の
蔓
で
連
結
し
て
い
る
｡
葡
萄
唐
草
文
の
変
型
と

も
見
え
る
｡

把
手
は
､
胎
土
を
細
く
板
状
に
し
た
も
の
に
縦
に

条
線
の
凹
み
を
つ
け
た
あ
と
､
半
環
状
に
た
わ
め
て

器
体
に
接
合
し
'
上
部
の
接
合
点
に
は
小
さ
な
環
状

の
装
飾
を
付
け
る
｡
こ
れ
は
単
な
る
装
飾
で
あ
る
の

か
､
あ
る
い
は
欠
失
し
て
い
る
蓋
の
つ
ま
み
を
紐
で

結
ん
だ
環
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
､
装
飾
の
ア

ク
セ
ン
ト
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

注
ぎ
口
は
､
ゆ
る
い
カ
ー
ブ
を
も
っ
て
突
き
出
て
い

て
､
そ
の
先
端
を
斜
め
に
切
っ
て
あ
る
が
､
こ
の
部

分
に
小
さ
い
欠
損
が
あ
る
｡

成
形
は
､
型
起
こ
し
の
手
法
に
よ
っ
て
い
て
､
器

壁
を
極
め
て
薄
い
も
の
に
し
､
そ
の
た
め
軽
量
に
な

っ
て
い
る
｡
胎
土
は
良
質
の
磁
土
を
用
い
'
白
色
を

呈
し
て
い
る
｡

施
紬
は
'
底
か
ら
一
セ
ン
チ
ほ
ど
の
分
を
残
し
て
､

青
白
磁
紬
を
た
っ
ぷ
り
と
か
け
で
あ
り
､
そ
の
粕
が

器
壁
の
縦
縞
や
葡
萄
文
な
ど
の
浅
い
彫
り
の
部
分
に

流
れ
込
ん
で
､
そ
こ
に
淡
い
青
色
の
影
を
つ
-
り
出

し
､
文
様
を
浮
き
立
た
せ
る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
｡

美
の
演
出
を
計
算
し
っ
く
し
た
技
の
高
さ
が
そ
こ
に

見
事
に
花
開
い
て
い
る
｡
こ
の
施
袖
の
仕
方
は
､
青

い
人
ち
人

い
影
を
つ
く
り
出
す
こ
と
か
ら
影
青
と
呼
ば
れ
て
､

青
白
磁
の
大
き
な
特
色
と
さ
れ
へ
中
国
が
北
乗
と
呼

ば
れ
た
二
世
紀
の
前
半
に
'
江
西
省
の
景
徳
鋲
の

窯
で
創
始
さ
れ
た
も
の
で
､
窯
業
都
市
景
徳
鋲
の
名

を
世
界
に
知
ら
し
め
た
の
は
､
ひ
と
え
に
影
青
の
賜

物
で
あ
っ
た
｡
こ
こ
に
見
る
水
注
も
､
日
宋
貿
易
に

よ
っ
て
二
二
世
紀
の
中
ご
ろ
景
徳
鋲
で
造
ら
れ
て
輸

入
さ
れ
た
も
の
で
､
当
時
と
し
て
は
舶
載
遠
来
の
貴

重
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
｡

以
上
山
寺
廃
寺
跡
の
上
方
部
か
ら
の
出
土
遺
物
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
ほ
か
に
も

鎌
倉
時
代
末
期
の
道
立
と
み
ら
れ
る
五
輪
塔
が
三
基

分
残
存
し
て
お
り
､
ま
た
､
布
目
瓦
片
や
土
師
質
土

た
観
音
堂
(
重
要
文
化
財
)
　
の
あ
る

寺
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
へ
　
こ
の
寺

の
縁
起
の
中
に
､
盛
運
寺
は
か
つ
て

こ
の
山
寺
の
地
に
あ
っ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
｡
山
寺
と
い
う
の
は
単
に

山
に
あ
る
寺
と
い
う
意
味
で
は
な
-

て
､
真
言
宗
や
天
台
宗
の
い
わ
ゆ
る

密
教
寺
院
を
指
し
て
い
う
｡
そ
こ
は

密
教
の
僧
侶
が
修
学
し
経
論
を
講
ず

る
と
い
っ
た
学
問
寺
の
こ
と
を
山
寺

と
い
う
の
で
あ
る
｡
真
言
の
寺
盛
運

器
片
な
ど
も
廃
寺
跡
地
域

の
あ
ち
こ
ち
か
ら
出
土
し

て
お
り
､
さ
ら
に
別
当
寺

跡
･
鐘
棲
跡
と
伝
え
る
建

物
跡
を
は
じ
め
建
造
物
の

あ
っ
た
ら
し
い
平
地
が
数

か
所
み
ら
れ
る
な
ど
'
こ

の
山
寺
跡
に
は
か
な
り
大

規
模
な
伽
藍
が
存
在
し
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡

曽
根
原
の
源
花
山
盛
蓮

寺
は
真
言
宗
寺
院
で
､
室

町
時
代
中
期
に
建
立
さ
れ

寺
の
前
身
は
､
ま
さ
に
こ
の
山
懐
に
建
っ
て
い
た
山

寺
で
あ
っ
た
｡
計
画
的
な
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
た
な

ら
ば
う
そ
の
威
容
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う

が
､
い
ま
だ
原
野
化
し
た
畑
地
の
土
中
に
埋
も
れ
た

ま
ま
と
な
っ
て
い
て
､
そ
の
姿
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
｡そ

の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
'
こ
こ
か
ら
出
土
し
た

古
瀬
戸
の
四
耳
壷
･
瓶
子
や
宋
代
の
青
白
磁
水
注
は
､

山
寺
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
重
要
な
資
と
な
る
｡
す
な

わ
ち
､
七
〇
〇
年
前
の
時
代
に
あ
っ
て
は
､
限
ら
れ

た
人
す
な
わ
ち
寺
社
や
武
士
･
富
農
層
な
ど
の
極
め

て
一
部
の
人
た
ち
だ
け
が
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
貴
重
で
高
価
な
器
物
で
あ
っ
た
｡
こ
の
こ
と
か
ら

考
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
鎌
倉
時
代
全
盛
期
に
あ
っ
た

豪
族
仁
科
氏
に
か
か
わ
り
の
品
物
で
は
な
か
っ
た
か

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡
仁
科
氏
は
戦
国
時
代
末
期

に
滅
び
る
ま
で
､
盛
運
寺
を
氏
寺
の
よ
う
に
保
護
し

て
お
り
'
か
の
観
音
堂
も
仁
科
氏
の
肝
入
り
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
仁
科
氏

で
あ
り
'
平
安
時
代
以
来
長
い
歳
月
こ
の
地
を
支
配

し
て
き
て
い
る
の
に
､
墓
所
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
不

明
の
ま
ま
で
あ
る
｡
あ
る
い
は
山
寺
跡
に
発
見
さ
れ

た
墓
所
は
仁
科
氏
の
も
の
で
は
な
い
か
｡
そ
し
て
火

葬
骨
の
主
は
仁
科
氏
で
は
な
い
か
と
､
最
も
可
能
性

膏

罵

｣

書

題

詞

手

-

　

;

-

I

.

 

･

霞

幹

の
高
い
と
こ
ろ
に
仁
科
氏
を
お
い
て
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
山
寺
廃
寺
跡
出
土
の
火
葬
骨
は
､
盛

運
寺
歴
代
の
墓
地
の
内
を
お
借
り
し
て
改
葬
し
､
供

養
し
て
い
た
た
い
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
､
こ
の

稀
を
終
わ
る
｡
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