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氷結した清音の滝(撮影:平成25年1月7日)　写真2.社,山下の道標写真1

き
よ
と
た
き

清
音
の
滝

清
水
　
隆
寿

大
町
で
は
､
昨
年
末
か
ら
平
年
に
-
ら
べ
寒
い
日
が
続
き
ま
し
た
｡
そ
の
甲

斐
が
あ
っ
て
か
､
中
綱
湖
で
は
7
年
ぶ
り
に
結
氷
｡
身
を
切
る
よ
う
な
冷
た
い

風
の
中
､
氷
に
穴
を
掘
っ
て
湖
底
の
ワ
カ
サ
ギ
に
釣
糸
を
垂
れ
る
姿
は
ま
さ
に

大
町
の
風
物
詩
で
す
｡
こ
れ
か
ら
暖
か
-
な
る
3
月
か
ら
4
月
は
り
カ
サ
ギ
の

産
卵
期
､
季
節
は
し
だ
い
に
春
へ
と
移
り
か
わ
っ
て
い
き
ま
す
｡

写
真
-
は
､
社
常
光
寺
に
あ
る
清
音
の
滝
｡
こ
の
滝
で
も
今
年
氷
結
が
見
ら

れ
ま
し
た
｡
ま
さ
に
極
寒
が
な
せ
る
奇
観
｡
滝
を
つ
-
る
の
は
､
今
か
ら
約

百
五
十
万
年
前
の
激
し
い
火
山
活
動
の
産
物
で
あ
る
溶
結
凝
灰
岩
と
い
え
石
石

で
す
｡
東
山
の
各
地
に
み
ら
れ
る
こ
の
岩
石
は
､
大
町
周
辺
で
は
家
庭
や
寺
社

の
庭
石
に
用
い
ら
れ
､
当
地
方
に
も
自
然
が
作
り
出
し
た
奇
岩
を
楽
し
む
風
雅

が
あ
り
ま
し
た
｡

館
ノ
内
と
松
崎
と
の
分
岐
点
に
あ
た
る
社
山
下
地
区
に
は
､
か
つ
て
千
国
街

道
沿
い
に
壁
そ
し
れ
た
清
音
の
滝
を
道
案
内
す
る
江
戸
時
代
の
道
標
(
写
真
2
)

が
あ
り
､
線
刻
に
よ
り
｢
瀧
ノ
△
と
刻
ま
れ
､
仁
科
三
十
三
番
札
所
霊
場
で
あ
っ

た
清
音
の
滝
へ
と
い
ざ
な
い
ま
す
｡

弾
葦
寸
覚
阿
上
人
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
た
仁
科
三
十
三
番
札
所
の
成
立
が
､

江
戸
時
代
中
期
の
宝
暦
7
年
(
1
7
5
7
)
｡
滝
壷
近
-
に
芭
蕉
没
後
百
年
を
記

念
し
て
､
地
元
常
光
寺
村
庄
屋
の
横
川
青
雅
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
芭
蕉
句
碑

は
､
寛
整
T
T
7
9
3
)
建
立
さ
れ
る
な
ど
､
文
人
墨
客
に
も
愛
さ
れ
大
切

に
さ
れ
た
雅
な
地
で
も
あ
り
ま
し
た
｡
江
戸
後
期
に
は
観
光
名
所
と
し
て
喧
伝

さ
れ
た
｢
仁
科
十
二
景
｣
の
中
に
も
清
音
の
滝
は
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
豊

罰
円
心
に
よ
っ
て
善
光
寺
参
拝
の
た
め
の
旅
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
善
光
寺

街
道
名
所
図
絵
』
に
こ
の
滝
が
紹
介
さ
れ
た
の
が
春
水
2
年
(
1
8
4
9
)
年
と
､

数
百
年
に
わ
た
り
大
町
を
代
表
す
る
低
地
観
光
の
名
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
｡

溝
首
の
滝
を
流
れ
る
､
相
川
峠
西
麓
を
集
水
域
と
し
た
新
引
沢
(
滝
ノ
沢
)
は
､

一
年
中
瀬
切
れ
か
な
い
安
定
し
た
水
量
を
持
つ
こ
と
か
ら
､
平
安
か
ら
中
世
に

か
け
て
仁
科
氏
の
居
館
建
立
時
の
立
地
選
定
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
､
さ
ら

に
古
墳
時
代
に
は
大
町
を
代
表
す
る
盟
主
の
古
墳
が
中
城
原
地
域
に
､
弥
生
時

代
に
は
拠
占
集
落
が
松
崎
地
域
に
作
ら
れ
る
な
ど
､
ま
さ
に
大
町
の
ま
ち
づ
-

り
の
一
丁
目
一
番
地
に
ふ
さ
わ
し
い
､
政
治
･
経
済
を
側
面
か
ゝ
ら
支
え
た
生
命
線

と
し
て
こ
の
河
川
の
歴
史
的
な
重
要
性
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
｡

(
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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写真1.アーネスト･サトウ肖像(横浜開港資料館蔵) (左)写真(右)肖像画

写真2 ,和装と洋装の武田兼夫人(横浜開港資料館蔵)

図版1. 『ジャパン,パンチ』 1871年9月号より､
1 87 1年8月サトウ(中央)が箱根に休暇旅行に出か

けた際の風刺画(横浜開港資料館蔵)

館物博ど山

幕
末
か
ら
明
治
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
外
交
富

ア
ー
ネ
ス
ト

サ
ト
ウ
の
足
跡

ア
ー
ネ
ス
ト
･
メ
-
ソ
ン
･
サ
ト
ウ
は
1
8
4
3
(
天

保
E
)
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
に
生
ま
れ
､
租

先
は
北
欧
系
の
移
民
で
､
ド
イ
ツ
東
北
部
の
サ
ト
ウ

村
に
住
ん
で
い
た
の
で
､
サ
ト
ウ
姓
は
こ
こ
か
ら
由

来
し
て
い
ま
す
｡

ロ
ン
ド
ン
大
学
在
学
中
に
､
日
英
修
好
通
商
条
約

･
サ
ト
ウ
の
足
跡
と
業
績

金
子
　
靖
夫

調
印
で
日
本
を
訪
れ
た
エ
ル
ギ
ン
伯
爵
の
秘
書
ロ
ー

レ
ン
ス
･
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
が
記
し
た
｢
エ
ル
ギ
ン
伯
爵

の
中
国
･
日
本
鰻
即
記
｣
を
読
み
､
未
知
の
国
日
本
に

憧
れ
て
､
外
務
省
の
通
訳
生
試
験
に
応
募
し
て
合
格

し
､
1
 
9
歳
で
日
本
語
通
訳
生
と
し
て
横
浜
の
イ
ギ
リ

ス
公
使
館
に
着
任
し
た
の
は
1
8
6
2
(
文
久
2
)
の

こ
と
で
し
た
｡
着
任
の
-
週
間
後
に
生
麦
事
件
が
勃

発
す
る
な
ど
幕
末
の
激
動
期
の
日
本
を
見
て
い
ま
す
｡

サ
ト
ウ
は
ま
れ
に
み
る
語
学
の
才
能

に
恵
ま
れ
､
日
本
語
の
読
み
書
き
会
話

の
基
礎
を
わ
ず
か
3
年
余
り
で
習
得
し
､

他
に
ラ
テ
ン
語
を
始
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
言
語
､

朝
鮮
語
タ
イ
語
(
シ
ャ
ム
語
)
中
国
語
等
を
マ
ス
タ
ー

し
て
い
ま
し
た
｡
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
で
有
名
な
ア

メ
リ
カ
人
宣
教
師
ヘ
ボ
ン
氏
や
ブ
ラ
ウ
ン
宣
教
師
か

ら
日
本
語
の
基
礎
を
学
び
､
あ
ら
ゆ
る
日
本
人
と
お

付
き
合
い
を
し
て
日
本
語
を
獲
得
し
､
書
道
も
た
し

な
み
｢
静
山
｣
の
号
も
取
得
し
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
日

本
名
｢
薩
道
(
さ
と
う
)
愛
之
助
｣
を
使
用
し
て
い
ま
す
｡

(
写
真
-
)

ま
た
日
本
に
来
て
い
た
多
-
の
外
国
人
と
の
交
遊

も
深
-
､
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ッ
ド
･
ロ
ン
ド
ン
ニ
ュ
ー

ス
の
特
派
員
画
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
･
ワ
-
グ
マ
ン
が
横

浜
で
発
行
し
て
い
た
維
新
を
風
刺
し
た
漫
画
誌
｢
ジ
ャ

パ
ン
･
パ
ン
チ
｣
に
､
サ
ト
ウ
は
し
ば
し
ば
登
場
し
て

い
ま
す
｡
(
図
版
1
)

1
8
7
-
(
明
治
4
)
年
頃
､
武
田
兼
(
か
ね
)
と
所

帯
を
持
ち
(
葦
具
2
)
､
1
8
8
3
(
明
治
1
 
6
年
)
次
男
･

武
田
久
喜
が
誕
生
し
て
い
ま
す
｡
久
吉
も
の
ち
に
尾

瀬
の
保
護
活
動
や
植
物
学
､
民
俗
学
の
立
場
な
ど
で

活
躍
を
し
て
い
ま
す
｡

サ
ト
ウ
は
､
1
8
7
0
(
明
治
3
年
)
か
ゝ
ら

1
8
8
2
(
明
治
P
)
年
ま
で
の
1
 
2
年
間
､
新
政
府

の
近
代
化
政
策
へ
の
助
力
の
外
公
私
に
わ
た
る
精

力
的
な
旅
行
登
山
を
し
て
い
ま
す
｡
特
に
旅
行
は

1
8
5
8
(
安
政
5
)
年
に
調
印
さ
れ
た
日
英
修
好
条

約
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
､
開
港
地
よ
り
1
 
0
里
(
約

4
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
)
ま
で
の
外
国
人
の
旅
行
規
制
が

あ
り
ま
し
た
が
､
サ
ト
ウ
は
外
交
官
特
権
で
制
約
を

受
け
ず
に
自
由
に
旅
行
を
し
ま
し
た
｡
そ
の
上
､
そ

の
制
限
も
1
8
7
3
(
明
治
6
)
年
に
緩
和
さ
れ
､
病

気
の
療
養
と
学
術
研
究
の
た
め
で
あ
れ
ば
一
般
の

外
国
人
も
ど
こ
へ
で
も
出
か
け
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
｡

1
8
8
2
(
明
治
1
 
5
)
年
末
に
日
本
を
離
れ
､

1
8
8
4
(
明
治
1
 
7
年
)
か
ら
1
8
9
5
(
明
治

2
 
8
年
)
ま
で
は
シ
ャ
ム
､
ウ
ル
グ
ア
イ
､
モ
ロ
ッ

コ
な
ど
の
公
使
を
務
め
て
い
ま
す
｡
1
8
9
5

(
明
治
2
 
8
年
)
､
1
 
2
年
ぶ
り
に
日
本
へ
戻
り
第

6
代
駐
日
公
使
と
し
て
､

日
清
戦
争
後
の
三
国
干

渉
､
対
ロ
シ
ア
問
題
で

の
日
本
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
､
日
英
同
盟
の
土
台

作
り
な
ど
を
し
ま
し
た
｡

晩
年
は
1
9
0
7
(
明

治
4
0
)
年
､
6
4
歳
か
ら
亡

-
な
る
8
6
歳
ま
で
の
2
2
年

間
､
イ
ギ
リ
ス
西
南
部
の

オ
ク
リ
-
･
セ
ン
ト
･
メ
リ
ー

村
に
て
､
読
書
と
執
筆
の

日
々
を
送
っ
て
い
ま
し
た
｡
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写真3.明治10年ごろの大町の町並み(横川仁氏提供)

業
績
そ
の
1
　
墓
園
叢
話
の
襲
表

館物博と山

1
8
6
6
(
慶
応
2
)
横
浜
居
留
外
国
人
向
け
の
英

字
新
開
"
ジ
ャ
パ
ン
･
タ
イ
ム
ス
"
に
無
題
､
無
記
名

で
3
回
に
わ
た
っ
て
英
国
の
会
黍
の
方
針
と
日
本
の

新
し
く
進
む
べ
き
方
向
に
つ
い
て
持
論
を
掲
載
し
て

い
ま
す
｡

サ
ト
ウ
の
日
本
語
教
師
阿
波
藩
士
沼
田
寅
三
郎

の
懇
請
で
一
緒
に
和
訳
し
､
非
売
品
で
出
版
し
た
も

の
が
流
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
そ
の
論
旨
を
み
る

と
､
締
結
し
た
条
約
が
｢
､
､
＼
カ
ド
の
不
勅
許
｣
に
よ
っ

て
不
履
行
に
な
る
問
題
を
重
視
し
､
｢
将
軍
大
君
は

単
に
大
名
連
合
の
長
で
あ
り
､
真
の
日
本
の
支
配
者

で
は
な
い
｡
イ
ギ
リ
ス
女
王
と
大
君
は
同
格
で
は
な

い
｡
我
々
は
､
今
ま
で
大
君
と
結
ん
で
い
た
条
約
を

破
棄
し
､
真
の
支
配
者
(
＼
＼
＼
カ
ド
と
大
名
連
合
の
合

体
政
体
)
と
新
し
-
条
約
を
結
ぶ
べ
き
だ
｣
と
主
張
し

ま
し
た
｡

聖
文
を
堅
持
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
し
た
が
､
パ
ー
ク

ス
公
使
は
こ
れ
を
黙
認
し
ま
し
た
｡
時
代
を
変
革
し

か
ね
な
い
こ
の
大
胆
な
諭
旨
は
､
そ
の
後
西
郷
木

戸
､
大
久
保
ら
薩
長
の
開
国
志
士
に
は
強
烈
な
影
響

を
与
え
､
1
8
6
7
(
慶
応
3
)
年
の
､
坂
杢
罵
の

｢
船
中
八
策
｣
発
想
の
土
台
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
｡

業
績
そ
の
2
　
初
の
外
国
人
向
け

英
文
旅
蚤
刀
イ
ド
フ
ッ
ク
の
発
行

｢
中
部
･
北
部
日
本
旅
行
案
内
初
版
｣
(
明
治
1
 
4
年
)

を
出
版
し
ま
し
た
｡
友
人
の
退
役
海
軍
将
校
ボ
ー
ズ

と
の
共
著
で
､
日
本
で
の
1
 
2
年
間
の
旅
行
､
登
山
の

集
大
成
で
す
｡
英
文
で
書
か
れ
た
B
6
版
の
手
軽
に

持
ち
や
す
い
サ
イ
ズ
と
し
て
編
ま
れ
､
日
本
の
概
説

と
し
て
お
金
の
こ
と
､
着
る
も
の
､
天
候
な
ど
1
 
5
項

目
に
わ
た
っ
て
旅
行
に
役
立
つ
日
本
人
の
生
活
が
具

体
的
に
説
明
さ
れ
､
第
2
版
で
は
旅
に
便
利
な
日
本

請
(
3
3
0
語
)
豊
菜
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
｡

そ
し
て
､
関
東
か
ゝ
｣
東
海
道
､
東
北
､
関
西
､
富
士
山
､

中
仙
道
､
信
州
､
越
中
､
飛
騨
山
脈
な
ど
め
ぐ
る
5
4

の
ル
ー
ト
を
紹
介
し
て
い
ま
す
｡

帰
国
の
た
め
1
8
9
-
(
明
治
*
)
年
の
第
3
版
か

ら
は
編
集
権
を
友
人
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
譲
り
､
題

名
も
｢
日
査
磐
案
囚
と
し
､
1
9
1
3
(
大
正
2
)

年
ま
で
3
2
年
間
､
9
版
を
重
ね
る
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

と
な
り
ま
し
た
｡

な
か
に
は
､
大
町
周
辺
を
訪
れ
た
こ
と
を
紹
介
し

た
記
事
も
あ
り
ま
す
｡
1
8
7
8
(
明
治
H
)
年
7
月

に
サ
ト
ウ
と
ボ
ー
ズ
は
一
緒
に
碓
氷
峠
か
ら
上
田
に

入
り
､
サ
ト
ウ
は
地
蔵
峠
､
萱
野
の
峠
を
越
え
て
陸

郷
､
池
田
へ
向
か
い
ま
す
｡
池
田
で
は
｢
や
ま
こ
｣
と

呼
ば
れ
る
野
生
の
蚕
か
ら
作
る
絹
の
こ
と
に
触
れ
て

い
ま
す
｡
ま
た
､
｢
ぶ
ゆ
｣
が
厄
介
で
､
湿
ら
せ
た
藁

で
作
っ
た
火
縄
に
火
を
つ
け
て
､
そ
の
煙
で
虫
除
け

を
し
て
い
る
様
子
も
述
べ
て
い
ま
す
｡

一
方
ボ
ー
ズ
は
､
傑
聾
蹄
･
日
向
･
明
科
･
池
田

か
ち
大
町
の
経
路
を
た
ど
り
､
サ
ト
ウ
よ
り
遅
れ
て

大
町
に
着
い
た
よ
う
で
す
｡

大
町
は
池
田
と
同
様
に
､
大
変
古
風
で
､
木
で
で

き
た
平
ら
な
屋
根
に
は
ア
ル
プ
ス
の
小
屋
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
､
平
た
い
重
い
石
が
乗
っ
て
い
る
様
子
が

書
か
れ
て
い
ま
す
｡
(
写
真
3
)

二
人
は
3
日
後
､
野
口
､
大
出
を
経
て
針
ノ
木
峠

に
向
か
っ
て
い
ま
す
｡

こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
､
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
｣
と
い

う
言
葉
を
最
初
に
活
字
で
表
し
た
本
で
､
｢
日
本
旅

行
の
百
科
事
典
と
も
い
え
､
査
日
を
持
た
な
い
で
旅

す
る
の
は
富
士
山
に
裸
足
で
登
る
よ
う
な
も
の
｣
と
､

横
浜
で
発
行
さ
れ
て
い
た
ジ
ャ
パ
ン
･
ウ
ィ
ク
リ
-
･

メ
ー
ル
で
書
評
さ
れ
､
｢
外
国
人
が
書
い
た
､
旅
･
登

山
の
案
内
書
だ
が
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
無
い
｡
特
に

日
本
ア
ル
プ
ス
の
記
事
は
日
本
の
地
理
書
に
も
無
く

多
-
を
こ
の
本
か
ら
教
え
ら
れ
た
｣
と
､
日
本
山
岳

会
創
設
者
の
ひ
と
り
小
島
鳥
水
が
｢
山
岳
1
号
｣
で
述

べ
て
い
ま
す
｡

業
績
そ
の
3

『
一
外
書
各
部
見
た
暖
結
語
の
発
行

サ
ト
ウ
は
日
本
に
出
発
す
る
1
8
6
1
(
文
久
-
)

年
か
ら
死
去
す
る
2
年
半
前
ま
で
の
6
5
年
間
､
日
記

を
書
き
続
け
ま
し
た
｡
4
5
冊
に
も
な
る
膨
大
な
日
記

帳
は
､
イ
ギ
リ
ス
公
茎
晶
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
､

横
浜
の
開
港
資
料
館
に
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
複

製
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
本
は
､
日
本
に
初

め
て
や
っ
て
き
て
滞
在
し
た
6
年
半
の
日
記
を
墓
に
､

激
動
す
る
維
新
開
国
の
動
き
を
晩
年
の
1
9
2
1

(
大
正
1
 
0
年
)
､
7
8
歳
の
時
に
回
顧
し
た
詳
細
な
記
録

で
､
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
出
版
し
ま
し
た
｡
そ
し
て

こ
れ
は
日
本
近
代
史
に
は
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
替
稗

と
な
っ
て
い
ま
す
｡

正
確
な
日
時
登
場
人
物
は
全
て
実
名
で
､
内
容

が
あ
ま
り
に
も
赤
裸
々
な
た
め
(
特
に
ミ
カ
ド
〔
孝

明
天
皇
〕
に
つ
い
て
の
記
述
)
､
戦
後
2
5
年
間
は
い

わ
ば
警
抜
い
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
､
1
9
6
0
(
昭

和
g
)
年
､
初
め
て
山
覆
重
層
か
ゝ
窒
訳
(
坂
田
精
一

釈
)
さ
れ
刊
行
さ
れ
ま
し
た
｡

｢
人
生
の
中
で
明
治
維
新
の
激
動
の
中
に
身
を
お
い

た
充
実
感
の
､
あ
の
時
期
こ
そ
が
最
も
光
り
輝
い
た

時
と
の
切
な
る
思
い
が
､
今
の
静
か
な
晩
年
の
中

で
再
び
光
り
輝
い
て
､
こ
の
本
に
結
来
し
た
の
だ
｣

と
サ
ト
ウ
は
述
べ
て
い
ま
す
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
サ
ト
ウ
と
盗
安
貢
写
真
3
)

の
登
山
と
植
物
で
結
ば
れ
た
父
子
の
絆
は
､
日
本
の

山
岳
文
化
を
語
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
｡

(
元
N
H
K
ロ
ン
ド
ン
支
局
海
外
特
派
員
､
富
山
国

際
大
学
を
経
て
､
平
成
1
 
7
年
よ
り
自
粛
在
住
)

(
補
注
)
上
記
の
文
章
は
､
平
成
2
5
年
度
大
町
山
岳

博
物
館
友
の
会
総
会
に
お
け
る
記
念
講
演
会
｢
ア
ー

ネ
ス
ト
･
サ
ト
ウ
と
武
田
久
喜
｣
の
金
子
靖
夫
氏
に
よ

る
講
演
書
目
と
同
講
演
会
で
使
用
さ
れ
た
作
成
替
稗

を
も
と
に
､
ア
ー
ネ
ス
ト
･
サ
ト
ウ
の
日
本
に
関
わ

る
業
績
に
つ
い
て
､
山
丘
博
物
館
に
お
い
て
ま
と
め

た
も
の
で
す
｡

(
編
集
･
宮
野
亜
矢
)
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館物悼ど山

｢
槍
ヶ
岳
略
縁
起
｣
に
つ
い
て

『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』
は
､
播
隆
上
人
の
槍
ヶ
岳
開

山
の
由
来
を
詳
細
に
記
し
た
も
の
で
､
極
め
て
重

要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
｡
古
-
は
大
正
五
年
､
松

本
の
鶴
林
堂
書
店
よ
り
単
行
本
と
し
て
『
槍
ヶ
岳
案

内
記
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
､
そ
の
中
に
｢
槍
ヶ

岳
略
縁
起
｣
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
云
い
ま
す
｡

し
か
し
残
念
な
が
ら
現
在
そ
の
書
籍
は
見
当
た
ら

ず
､
鶴
林
堂
書
店
の
関
係
者
が
古
本
市
で
探
し
て
い

る
､
そ
ん
な
状
況
で
す
｡

大
正
時
代
に
は
､
播
隆
上
人
は
有
名
で
は
な
-
､

『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』
も
広
-
知
ら
れ
る
こ
と
な
-
忘
れ

去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
｡
『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』

が
広
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
昭
和
六
年
､

笠
原
烏
丸
氏
に
よ
り
岐
阜
の
太
田
町
で
発
見
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
｡
そ
の
後
､
梓
豊
原
の
『
山
』
で
｢
槍
ヶ

岳
略
縁
起
｣
が
発
表
さ
れ
て
か
ち
世
間
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
､
播
隆
を
研
究
す
る
人
に
は
大
変
価
値
が
あ

り
信
頼
寸
ノ
べ
き
資
料
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
｡
と
こ

ろ
が
最
近
に
な
り
､
こ
の
縁
起
が
播
隆
の
書
い
た
も
の

で
な
い
と
云
う
疑
義
が
一
部
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
｡

『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』
は
播
隆
謹
言
と
あ
る
よ
う
に
播

隆
の
篤
信
家
の
大
阪
屋
佐
助
が
､
播
隆
の
文
章
を
摺
師

に
依
頼
､
版
木
に
て
大
量
に
印
刷
し
て
信
者
に
配
布
し

た
も
の
で
あ
り
､
播
隆
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
閏
遅
い

あ
り
ま
せ
ん
｡
ま
た
現
在
､
楕
ケ
丘
擾
聾
は
､
岐

阜
昼
近
図
書
館
祐
泉
寺
筆
者
の
も
の
な
ど
三
冊
が

葦
ノ
る
と
い
主
目
重
な
も
の
で
あ
り
幸
手
ノ
｡

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
播
隆
の
代
表
で
あ
る
栗
野
こ
う
き
氏

穂
苅
　
貞
雄

が
､
文
政
九
年
播
隆
槍
ヶ
岳
初
登
頂
説
を
唱
え
出
し
た

の
は
『
行
状
記
』
に
よ
っ
て
い
ま
す
｡
･
そ
こ
に
は
｢
-
凡

壱
百
聞
斗
り
の
立
岩
空
に
筆
え
て
峨
々
と
せ
り
､
登
上

古
釆
一
人
も
な
き
と
か
や
､
眞
個
鎗
竃
立
如
し
､
其

嶺
頭
へ
師
一
人
登
り
給
い
て
一
夜
を
明
擬
し
､
再
び
降

り
て
彼
岩
洞
辺
に
来
り
二
と
あ
り
､
文
政
九
年
の
第

一
回
槍
ヶ
岳
登
山
の
と
き
に
､
播
隆
は
山
頂
に
登
っ
て

い
る
の
で
あ
る
と
の
こ
と
は
､
『
槍
ケ
嶽
乃
美
観
』
も

同
様
で
あ
り
ま
す
｡
(
藷
隆
研
究
第
百
言
)

『
行
状
記
』
は
､
岡
山
隆
応
氏
が
漆
問
戒
定
氏
に
委

嘱
し
て
一
般
向
き
に
脱
稿
し
た
も
の
で
､
そ
の
内
客
に

は
不
確
実
の
部
分
が
多
-
､
年
月
の
記
述
は
唯
一
ヶ
所

あ
る
の
み
で
研
究
書
に
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
ま

す
｡
『
槍
ケ
嶽
乃
美
観
』
も
『
行
状
記
』
を
下
敷
に
し
た

も
の
で
､
各
所
に
誤
り
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
｡
私
が
露

隆
研
究
』
第
九
号
の
｢
播
陸
上
大
鑑
ケ
岳
初
登
頂
に
疑

団
の
中
で
､
い
-
つ
か
の
誤
り
を
指
摘
し
､
｢
(
前
略
)

｢
美
観
｣
の
文
章
は
支
離
滅
裂
で
あ
る
｡
こ
れ
を
以
っ

て
す
る
と
､
｢
美
観
｣
の
著
者
達
は
『
略
縁
起
』
の
存
在

さ
え
知
ら
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
る
｡
(
中
略
)
美
観
｣

の
著
者
達
は
､
播
隆
の
真
実
を
綴
る
｢
略
縁
起
｣
を
知

去
d
ノ
し
て
石
状
記
｣
に
盲
従
し
て
い
た
と
云
え
よ
う
｡

｢
略
縁
起
｣
は
播
隆
自
身
が
発
し
た
言
葉
で
あ
る
｡
｣

と
述
べ
､
今
も
考
え
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
｡

明
治
維
新
に
な
り
社
会
の
旧
体
制
が
変
わ
り
､
仏
教

は
そ
の
勢
い
を
そ
が
れ
､
神
道
は
隆
盛
に
な
り
ま
し

た
｡
江
戸
末
期
､
播
陸
上
人
生
存
時
に
出
版
さ
れ
た

『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』
と
､
維
新
後
の
明
治
二
､
三
十
年

に
出
版
さ
れ
た
『
行
状
記
』
､
『
槍
ケ
嶽
乃
美
観
』
と
は

全
く
価
値
が
違
う
の
で
あ
り
ま
す
｡
宥
述
語
､
『
槍
ケ

嶽
乃
美
観
』
は
大
衆
向
き
の
出
版
で
あ
り
ま
す
が
､

『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』
は
念
仏
行
者
播
隆
の
発
し
た
言
葉

で
あ
り
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
播
隆
の
槍
ヶ
岳
初
登
頂
は

第
二
回
目
登
山
の
文
政
十
一
年
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
り
ま
す
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
長
-
悪
魔
の
住
む
家
と
し
て
恐
れ

ち
れ
て
い
た
山
も
､
日
本
で
は
山
岳
信
仰
の
対
象
と
し

て
古
-
か
ら
畏
れ
ら
れ
敬
わ
れ
る
存
在
で
あ
り
ま
し

た
｡
槍
ヶ
岳
に
か
け
る
鉄
鎖
が
信
者
達
に
よ
り
運
ば
れ

て
き
た
の
に
､
折
か
ち
の
凶
作
の
た
め
松
本
藩
に
差
し

押
さ
え
ら
れ
た
の
は
､
槍
ヶ
岳
に
対
す
る
畏
敬
の
念

か
ち
で
あ
り
ま
す
｡
ま
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
よ
る
明
治

二
十
五
年
の
笠
ケ
岳
第
一
回
登
山
は
､
蒲
田
川
が
氾
濫

し
て
道
が
荒
れ
て
登
れ
な
い
と
断
ら
れ
ま
す
｡
更
に
次

の
年
も
若
者
が
雨
乞
い
で
出
払
っ
て
い
る
と
云
っ
て
断

ら
れ
､
第
三
回
も
村
の
祭
り
で
人
が
い
な
い
と
断
ら
れ

ま
し
た
が
､
二
人
の
勇
敢
な
猟
師
が
案
内
を
買
っ
て
出

て
-
れ
て
､
漸
-
登
頂
に
成
功
し
ま
し
た
｡
播
隆
の
第

一
回
登
山
も
槍
ヶ
岳
を
畏
敬
の
念
で
崇
拝
し
､
山
頂
へ

登
る
こ
と
は
神
の
怒
り
に
触
れ
る
と
恐
れ
謹
み
ま
し

た
｡
清
浄
無
垢
の
地
な
れ
ば
何
卒
吉
田
の
阿
弥
陀
尊
像

を
槍
頂
上
に
安
置
し
て
､
播
隆
は
は
じ
め
て
頂
上
に

立
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
｡

(
槍
ヶ
岳
山
荘
グ
ル
ー
プ
会
長
･

日
本
山
喜
写
亘
協
会
重
要
言
会
曇

山
岳
博
物
館
で
は
､
平
成
1
7
年
に
｢
播
隆
､
槍
へ
の

道
程
｣
の
企
画
展
を
開
催
致
し
た
と
と
も
に
､
山
を
神

聖
視
し
､
崇
拝
の
対
象
と
し
た
例
と
し
て
槍
ヶ
岳
を
開

山
し
た
播
隆
上
人
に
つ
い
て
現
在
の
常
設
展
示
で
紹
介

を
し
て
お
り
ま
す
｡
こ
の
た
び
槍
ヶ
岳
の
開
山
に
関
し

て
､
彊
刈
氏
よ
り
ご
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
こ

こ
に
ご
紹
介
致
し
ま
す
｡

(
重
文
大
町
山
岳
博
物
館
)

『
槍
ヶ
岳
略
縁
起
』
　
(
複
製
･
大
町
山
岳
博
物
館
蔵
)
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