
- 1 -

『
大
台
山
頂
眺
望
図
』
を
め
ぐ
っ
て

講
演
（
二
〇
一
七
・
一
〇
・
〇
八
）
骨
子

二
〇
一
八
・
六
・
九
一
部
改
編

『
大
台
山
頂
眺
望
図
』
が
修
理
を
終
え
て
戻
っ
て
き
て
、

し
ば
ら
く
の
養
生
を
経
て
、
二
〇
一
七
年
十
、
十
一
月
に
公

開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
戻
っ
て
き
た
直
後
に
記
念
館
の

運
営
に
関
す
る
会
議
が
あ
っ
て
そ
の
時
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

そ
の
時
、
あ
る
種
の
感
動
を
覚
え
、
一
般
公
開
さ
れ
る
時
に

は
、
「
眺
望
図
」
の
特
殊
な
画
法
に
つ
い
て
ぜ
ひ
講
演
を
し

て
注
意
を
喚
起
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
前
回
の
講
演
か
ら
三
月
し
か
経
っ
て
い
な
い
の
に

ま
た
や
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
の
第
一
で
あ
る
。
記
念
館
の

運
営
委
員
を
し
て
い
る
と
は
い
え
、
日
々
の
実
務
に
携
わ
っ

て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
一
年
に
三
回
も
講
演
の
す
る
と

い
う
の
は
、
身
に
過
ぎ
る
出
し
ゃ
ば
り
の
よ
う
な
気
も
す
る

が
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
是
非
や
ら
せ
て
ほ
し
い
と

自
分
か
ら
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
事
務
局
や
「
友
の
会
」

の
皆
さ
ん
に
は
、
年
間
計
画
に
も
な
い
の
に
、
準
備
や
ら
宣

伝
、
当
日
の
運
営
等
で
随
分
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
。
お

詫
び
を
申
し
上
げ
た
い
。

講
演
会
を
持
ち
た
い
と
思
っ
た
理
由
の
第
二
は
、
明
治
の

武
四
郎
に
対
し
て
「
余
生
」
だ
と
か
「
趣
味
の
世
界
」
に
生

き
て
い
た
な
ど
の
評
が
あ
る
が
、
私
は
そ
の
よ
う
な
特
徴
付

け
は
よ
く
な
い
と
思
い
続
け
、
言
い
続
け
て
き
た
。
病
気
に

倒
れ
て
か
ら
の
数
年
、
『
己
卯
記
行
』
を
は
じ
め
と
す
る
い

く
つ
か
の
武
四
郎
の
明
治
期
の
稿
本
を
解
読
し
、
出
版
す
る

作
業
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を

実
証
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
衰
え
を
知
ら
な

い
探
究
心
は
最
晩
年
で
も
燃
え
続
け
て
い
た
と
信
じ
て
闘
病

の
支
え
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
回
の
公
開
時
を
は
ず
す

と
次
の
公
開
は
何
年
先
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
時
ま

で
自
分
の
体
が
持
つ
か
ど
う
か
、
そ
の
心
配
を
し
て
い
る
。

武
四
郎
の
三
回
の
大
台
ヶ
原
へ
の
登
山
に
つ
い
て
は
、
何

度
か
の
講
演
会
や
東
大
台
ガ
イ
ド
、
当
サ
イ
ト
の
記
事
を
通
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し
て
紹
介
し
て
き
た
。
武
四
郎
の
大
台
三
登
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
下
記
の
五
点
で
あ
る
。
そ

れ
に
今
回
一
点
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

付
加
す
る
一
点
は
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず
確
認
の
第

一
は
「
武
四
郎
の
大
台
三
登
は
、
開
拓
の
た
め
で
は
な

く
て
、
開
山
・
開
路
の
た
め
で
あ
っ
た
」
こ
と
。
武
四

郎
は
道
の
専
門
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
蝦
夷
地
に
お
い
て

大
い
に
発
揮
さ
れ
、
厖
大
な
著
作
と
地
図
に
な
っ
た
。

そ
の
経
験
か
ら
大
台
ヶ
原
を
開
く
に
は
、
登
山
道
と
道

標
の
整
備
、
休
憩
・
宿
泊
の
た
め
の
小
堂
（
小
屋
の
こ

と
）
建
設
が
大
切
だ
と
思
い
、
そ
れ
を
実
行
し
た
。
当

時
大
台
ヶ
原
は
大
阪
府
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
の
で
、
府

知
事
宛
に
石
標
設
置
と
小
堂
建
設
の
願
い
を
出
し
て
い

る
が
、
こ
こ
に
は
武
四
郎
の
切
な
る
気
持
ち
が
に
じ
み

出
て
い
る
。

確
認
の
第
二
の
「
登
山
道
整
備
・
小
堂
建
設
」
は
、

大
台
ヶ
原
麓
の
西
原
・
天
ヶ
瀬
の
人
々
の
支
え
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
こ
と
。
中
で
も
天
ヶ
瀬
の
岩
本
弥
一
郎
の

存
在
は
大
き
か
っ
た
。
弥
一
郎
と
は
明
治
十
三
年
の
大

峯
奥
駆
け
の
時
に
知
り
合
い
、
わ
ず
か
な
触
れ
あ
い
の

な
か
で
弥
一
郎
を
「
当
山
無
二
の
信
者
」
と
見
抜
い
て

い
る
。
そ
れ
以
降
武
四
郎
は
弥
一
郎
と
手
紙
の
や
り
と

り
を
し
て
、
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

武
四
郎
が
大
台
ヶ
原
に
登
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

友
人
富
岡
鉄
斎
の
勧
め
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
の
も
と

も
と
の
大
台
ヶ
原
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
（
『
庚
辰
紀

行
』
の
高
見
峠
で
の
記
述
、
奥
駆
け
中
の
眺
望
）
も
あ

り
、
ま
た
弥
一
郎
と
の
手
紙
の
や
り
と
り
で
様
々
な
知

識
を
得
て
、
あ
こ
が
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た

実
利
行
者
の
存
在
を
知
り
、
実
利
行
者
に
対
す
る
崇
敬

の
念
を
持
ち
始
め
て
い
た
。
そ
の
中
で
明
治
十
七
年
四

月
二
十
一
日
の
実
利
行
者
の
捨
身
行
に
よ
る
死
去
を
知

っ
て
衝
撃
を
受
け
、
大
台
ヶ
原
に
出
向
く
決
意
を
さ
せ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
す
る
。

山
登
り
に
は
沢
を
詰
め
る
や
り
方
と
尾
根
伝
い
を
行
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く
場
合
と
が
あ
り
、
登
山
道
も
そ
の
よ

う
に
つ
く
。
武
四
郎
は
天
ヶ
瀬
か
ら
伯

母
ヶ
峰
に
あ
が
っ
た
後
、
経
塔
石
か
ら

大
和
岳
～
巴
岳
に
歩
く
の
が
よ
か
ろ
う

と
そ
れ
ぞ
れ
の
山
頂
に
山
名
と
協
力
者

の
名
を
刻
ん
だ
石
標
を
建
て
さ
せ
た
。

名
古
屋
岳
頂
上
碑
に
は
岩
本
弥
一
郎
の

名
が
あ
り
、
日
出
ヶ
岳
に
は
井
場
亀
市

郎
の
名
が
あ
る
。
武
四
郎
は
の
ち
亀
市

郞
の
妹
き
よ
を
養
女
と
し
て
東
京
に
招

い
て
い
る
。
石
標
建
設
に
つ
い
て
は
協

力
者
か
ら
な
に
が
し
か
の
資
金
援
助
を

受
け
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
基
本
的
に

は
武
四
郎
負
担
で
あ
っ
た
。
経
塔
石
か

ら
巴
岳
ま
で
で
七
基
で
あ
る
。
こ
の
山

域
は
植
生
保
護
の
た
め
に
、
現
在
入
山

禁
止
と
な
っ
て
い
る
。
私
は
ビ
ジ
タ
ー

セ
ン
タ
ー
の
理
解
と
承
認
を
得
て
調
査

す
る
こ
と
が
出
来
た
。

左
掲
岩
本
弥
一
郎
宛
の
葉
書
は
弥
一
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郎
ご
子
孫
の
岩
本
泉
治
氏
宅
に
伝
わ
る
も
の
で
、

同
氏
の
掲
載
許
可
を
得
て
い
る
。
前
頁
上
の
弥
一

郎
宛
葉
書
は
旅
に
出
る
前
の
三
月
二
十
九
日
の
も

の
。
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
「
大
台
山
へ
参
詣
人
出

来
る
様
に
い
た
し
度
候
」
と
記
し
て
い
て
、
初
め

か
ら
開
山
の
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

前
頁
下
の
葉
書
は
帰
宅
（
五
月
三
十
一
日
）
直
後

の
六
月
一
日
付
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
小
生
の
志
願
」

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

確
認
の
第
三
。
大
台
三
登
め
の
、
牛
石
ヶ
原
で

の
護
摩
修
行
は
地
域
住
民
へ
の
お
披
露
目
儀
式
で

あ
っ
た
こ
と
。
牛
石
ヶ
原
は
修
験
者
や
実
利
行
者

の
信
者
に
と
っ
て
聖
地
で
あ
る
。
武
四
郎
は
こ
こ

に
観
音
か
不
動
の
祠
を
建
て
て
大
勢
の
信
者
や
登

山
者
を
迎
え
た
い
と
考
え
て
い
た
。
二
十
年
に
は

こ
こ
で
数
十
名
の
地
元
住
民
の
参
加
を
得
て
、
実

利
行
者
に
対
す
る
護
摩
供
養
を
挙
行
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
お
披
露
目
儀
式
と
い
え
る
。
別
な
見
方

を
す
れ
ば
大
台
ヶ
原
開
山
式
と
も
い
え
る
。
二
十

一
年
に
も
大
台
ヶ
原
に
登
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら

ば
、
祠
を
建
て
る
こ
と
が
大
事
な
目
的
と
な
っ
た

に
違
い
な
い
。
志
半
ば
で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。

先
に
確
認
し
た
山
頂
碑
は
、
そ
の
後
日
出
ヶ
岳

を
経
て
牛
石
ヶ
原
に
至
る
。
換
言
す
れ
ば
、
山
頂

碑
は
牛
石
ヶ
原
に
誘
う
た
め
の
道
標
で
あ
っ
た
。

日
出
ヶ
岳
か
ら
の
石
標
の
並
び
は
東
大
台
で
実

際
に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
巴
岳
ま
で
で
七

基
、
日
出
ヶ
岳
か
ら
五
基
、
合
わ
せ
て
十
二
基
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
「
マ
サ
キ
峠
／
奥
村
善
松
」
の

石
標
は
現
在
行
方
不
明
で
あ
る
。
日
出
ヶ
岳
山
頂

に
は
「
日
出
ヶ
岳
／
井
場
亀
市
郎
」
と
彫
り
込
ん

だ
石
標
が
三
角
点
碑
と
並
ん
で
建
っ
て
い
る
。
時

に
ケ
ル
ン
の
基
礎
と
間
違
わ
れ
て
石
が
積
ま
れ
た

り
、
足
蹴
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
実
に
嘆
か
わ

し
い
こ
と
だ
。
あ
と
三
基
は
真
田
八
十
八
と
連
名

で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
真
田
八
十
八
は
修
験
道
の
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行
者
で
、
実
利
行
者
の
熱
心
な
信
者
で

あ
り
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
支
援

者
で
あ
っ
た
。
側
面
の
地
名
表
記
に
修

験
道
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
石
標
は
現
に
あ
る
地
に
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

確
認
の
四
点
目
は
今
回
も
強
調
し
た

い
『
眺
望
図
』
の
見
方
で
あ
る
。
こ
れ

を
単
な
る
眺
望
図
と
見
て
、
ど
こ
か
ら

描
い
た
の
か
と
視
点
探
し
に
懸
命
に
な

り
、
つ
い
に
は
「
こ
の
絵
は
む
ち
ゃ
く

ち
ゃ
だ
」
と
非
難
し
鑑
賞
を
や
め
る
か

も
し
れ
な
い
。

彼
は
野
帳
を
必
携
し
て
お
り
、
山
行

時
に
得
た
情
報
の
み
な
ら
ず
、
ス
ケ
ッ

チ
も
た
く
さ
ん
描
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

稿
本
、
刊
本
に
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と

は
出
来
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
全
部

を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
カ
メ

ラ
を
回
し
な
が
ら
前
に
移
動
し
て
眼
前
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の
事
実
を
表
現
す
る
動
画
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か

り
や
す
い
。
眺
望
図
は
大
量
の
ス
ケ
ッ
チ
の
合
成

図
で
あ
る
。
武
四
郎
の
大
台
登
山
は
、
天
ヶ
瀬
出

発
に
始
ま
り
、
両
宮
参
拝
で
終
わ
る
。
こ
の
こ
と

は
丙
戌
、
丁
亥
で
も
同
様
で
あ
る
。

『
眺
望
図
』
最
上
部
に
は
、
右
に
自
画
讃
の
よ

う
な
こ
と
ば
と
左
に
和
歌
を
記
し
て
い
る
。
右
の

「
勢
和
紀
三
州
之
界
大
台
山
頂
眺
望
之
図
」
は
い

わ
ば
標
題
の
よ
う
な
も
の
。
こ
れ
に
従
っ
て
こ
の
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絵
を
『
大
台
山
頂
眺
望
図
』
と
呼
ん
で
い
る
。「
勢

和
紀
三
州
之
界
」
は
大
台
ヶ
原
を
説
明
す
る
際

の
常
套
句
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
書
い
た
時
点
で

武
四
郎
は
あ
る
種
の
ジ
レ
ン
マ
を
覚
え
た
の
で

は
な
い
か
。
自
分
は
確
か
に
大
台
ヶ
原
に
登
っ

た
け
れ
ど
、
和
紀
二
州
を
歩
い
た
だ
け
で
勢
州

に
関
係
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
伊
勢
側
か
ら
大

台
ヶ
原
に
登
る
道
は
な
い
の
か
。
こ
の
思
い
は

十
九
年
の
大
杉
谷
へ
の
挑
戦
と
な
る
。
だ
が
不

動
谷
ま
で
遡
っ
て
、
台
髙
山
脈
の
尾
根
に
近
い

こ
と
を
感
じ
な
が
ら
、
引
き
返
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
こ
れ
も
二
十
一
年
に
思
い
を
残
し
た
。

最
期
ま
で
か
れ
の
探
究
心
と
行
動
力
は
衰
え
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
死
と
い
う
も
の
が
阻

ん
で
し
ま
っ
た
。

刊
本
『
乙
酉
掌
記
』
の
冒
頭
に
「
大
台
山
跨

紀
勢
和
三
熊
野
に
人
跡
未
通
地
也
。
役
小
角
、

行
基
、
空
海
も
不
入
錫
域
に
て
審
之
者
な
し
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
優
婆
塞
・

ひ
じ
り
」
は
大
峯
や
高
野
山
を
修
行
の
場
と
し

た
役
行
者
や
弘
法
大
師
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ

ろ
う
。
不
遜
な
感
じ
も
な
く
も
な
い
が
、
「
我
は

来
に
け
り
」
と
す
る
自
負
心
は
許
せ
る
の
で
は

な
い
か
。
自
負
心
は
開
山
の
決
意
と
し
て
高
ま

れ
ば
き
わ
め
て
生
産
的
な
こ
と
で
あ
る
。

 

こ
の
歌
は
稿
本
『
乙
酉
紀
行
』
で
は
大
台
ヶ

原
の
諸
所
を
回
っ
た
あ
と
、
正
木
ヶ
原
で
詠
ん

だ
と
さ
れ
て
い
る
。

石
標
設
置
と
と
も
に
、
「
両
三
ヶ
所
」
に
建
て

た
い
と
し
て
い
た
「
小
堂
」
は
参
詣
人
、
登
山

者
の
た
め
の
休
憩
・
宿
泊
所
で
あ
る
が
、
百
三

十
年
の
時
の
流
れ
で
朽
ち
果
て
て
、
跡
形
が
な

い
。
諸
説
が
あ
る
が
、
確
定
し
が
た
く
、
仮
に

「
元
小
屋
谷
（
元
木
谷
）
・
高
野
谷
（
開
拓
場
）

・
ナ
ゴ
ヤ
谷
」
と
見
て
お
き
た
い
。
明
治
二
十

八
年
、
植
生
調
査
の
た
め
に
こ
の
地
を
訪
れ
た

白
井
光
太
郎
の
ス
ケ
ッ
チ
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白
井
光
太
郎
は
「
大
和
吉
野
よ
り
大
台
原
、

釈
迦
岳
、
弥
山
、
山
上
岳
を
経
て
、
再
び
吉

野
に
出
づ
る
記
」
と
題
す
る
探
訪
記
を
書
い

て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
。

今
は
自
由
に
入
れ
な
い
西
大
台
（
入
り
た

い
場
合
は
手
続
き
が
必
要
）
に
入
る
べ
く
、

大
台
教
会
の
前
を
行
く
と
し
ば
ら
く
で
ナ
ゴ

ヤ
谷
を
横
切
る
こ
と
と
な
る
。
武
四
郎
は
ナ

ゴ
ヤ
谷
の
風
景
を
愛
し
て
い
た
。
稿
本
『
丁

亥
前
記
』
本
文
中
に
、
「
来
春
」
は
「
一
字
一

石
の
法
華
」
を
書
き
た
い
と
し
て
い
る
か
ら

来
年
も
こ
こ
に
来
る
予
定
に
し
て
い
た
の
だ
。

余
談
で
あ
る
が
、
武
四
郎
は
マ
ン
サ
ク
の

花
を
愛
し
て
い
た
、
と
い
う
逸
話
は
ナ
ゴ
ヤ

谷
で
武
四
郎
が
ガ
イ
ド
た
ち
に
洩
ら
し
た
一

言
か
ら
出
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
記
念

館
の
駐
車
場
に
は
、
イ
ス
ノ
キ
を
台
木
に
接

ぎ
木
さ
れ
た
マ
ン
サ
ク
の
木
が
一
本
植
栽
さ

れ
て
い
る
。
エ
ゾ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
、
カ
ジ
ノ
キ
と

並
ぶ
記
念
館
の
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
で
あ
る
。

ナ
ゴ
ヤ
谷
を
左
岸
か
ら
右
岸
に
渡
っ
て
暫
く

行
く
と
右
の
高
み
に
緩
や
か
に
登
っ
て
い
く
道

が
あ
る
。
御
霊
丘
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
た
ぶ
ん

大
台
教
会
の
用
語
）
。
木
々
に
見
え
隠
れ
し
て

松
浦
武
四
郎
追
悼
碑
が
現
れ
る
。
分
骨
碑
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。
武
四
郎
の
な
く
な
っ
た
の
は

明
治
二
十
一
年
二
月
で
あ
る
が
、
遺
言
に
従
っ

て
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
。
建
て
た
の
は
息
子
の

一
雄
で
翌
二
十
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
市
河

万
庵
の
字
、
幹
事
に
は
井
場
亀
一
郎
や
岩
本
弥

市
郎
の
名
も
み
え
る
。
白
井
光
太
郎
は
同
碑
も

ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
。
こ
の
追
悼
碑
は
の
ち
倒

れ
て
折
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
あ
る
の
は
一
志

郡
三
雲
村
（
当
時
）
の
宇
野
村
長
の
肝
い
り
で

再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

確
認
の
第
五
。
第
二
登
後
の
大
杉
谷
入
渓
は
、

白
井
光
太
郎
の
ス
ケ
ッ
チ
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伊
勢
か
ら
の
登
山
道
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
。

前
頁
左
図
。
大
台
ヶ
原
を
中
心
に
し
て
下
半

分
は
紀
伊
で
あ
る
。
上
半
分
の
左
側
は
大
和
、

右
側
が
伊
勢
で
あ
る
。
彼
が
歩
い
て
き
た
道
は

紀
伊
と
大
和
に
限
ら
れ
て
い
て
伊
勢
に
下
り
る
、

ま
た
は
伊
勢
か
ら
登
る
道
は
一
本
も
な
い
。
ぜ

ひ
大
杉
谷
か
ら
の
道
を
探
索
し
て
道
を
開
き
た

い
と
念
願
し
て
い
た
。
大
杉
谷
の
遡
行
は
今
で

も
極
め
て
危
険
な
事
で
あ
る
。
奥
定
宮
近
く
で

炭
焼
人
に
こ
れ
以
上
は
危
険
だ
か
ら
帰
れ
と
さ

と
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

彼
は
果
敢
に
歩
を
進
め
、
不
動
滝
で
行
き
詰
ま

っ
て
や
っ
と
諦
め
た
が
、
伊
勢
か
ら
の
道
を
模

索
し
て
い
た
と
言
え
る
。
彼
が
も
し
二
十
一
年

に
死
去
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
こ
の
道

を
見
つ
け
開
こ
う
と
し
た
に
違
い
な
い
。

こ
こ
ま
で
が
こ
れ
ま
で
の
確
認
で
あ
る
。

長
々
と
綴
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
ま
で
が
「
大

台
ヶ
原
と
松
浦
武
四
郎
」
に
関
す
る
確
認
で
、

講
演
会
等
で
折
に
触
れ
て
語
っ
て
き
た
。
今
回

そ
れ
に
何
を
付
加
し
た
い
か
と
い
う
と
「
実
利

行
者
」
の
存
在
で
あ
る
。
武
四
郎
を
大
台
ヶ
原

に
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
は

こ
こ
に
あ
っ
た
。
改
め
て
『
大
台
山
頂
眺
望
図
』

を
眺
め
て
み
よ
う
。
こ
の
眺
望
図
は
前
述
の
よ

う
に
単
な
る
鳥
瞰
図
で
は
な
く
ス
ケ
ッ
チ
の
合

成
図
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
中
心
に
な
っ
て

い
る
の
は
大
台
三
滝
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
中
で

も
「
中
の
滝
」
に
目
が
い
く
構
図
で
あ
る
。
中

の
滝
の
落
ち
口
に
「
坐
禅
石
」
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
の
坐
禅
石
に
つ
い
て
武
四
郎
は
『
乙
酉

紀
行
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

倒
れ
木
を
く
ぐ
り
下
り
南
崖
に
到
る
。
座
禅
石

と
云
有
。
是
謄
西
上
人
の
座
禅
な
し
玉
ひ
し
処

と
云
。
其
崖
に
細
き
樅
の
木
一

株
有
。
爰
よ
り
、

中
の
滝
を
下
に
見
る
。
其
幅
二
丈
斗
に
し
て
高
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さ
は
百
丈
と
云
。
是
は
図
す
る
如
き
掌
を
立
た

る
如
き
岩
壁
に
落
る
滝
な
り
。
聊
か
腰
を
打
な

ど
云
な
く
、
実
に
見
事
の
滝
な
り
。
那
智
に
も

お
と
ら
じ
と
思
ふ
な
り
。

中
の
滝
は
稿
本
に
も
刊
本
に
も
挿
絵
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
相
似
す
る
滝
の
挿
絵
が

十
三
年
の
稿
本
『
庚
辰
紀
行
』
に
も
描
か
れ
て

い
る
。
即
ち
「
那
智
の
滝
」
図
で
あ
る
。

こ
の
那
智
の
滝
の
落
ち
口
に
は
滑
ら
か
な
大

石
が
あ
り
、
こ
こ
で
坐
禅
を
組
む
行
者
も
あ
っ

た
。
実
利
行
者
も
そ
の
一
人
で
、
明
治
十
七
年

四
月
二
十
一
日
、
坐
禅
を
組
ん
だ
ま
ま
滝
壷
に

捨
身
入
定
し
た
。
那
智
の
滝
に
も
坐
禅
石
の
あ

る
こ
と
は
、
大
江
希
望
氏
の
〈
福
山
周
平
の
「
由

来
記
」
〉
に
詳
し
い
。

実
利
行
者
は
下
掲
右
説
明
に
記
し
た
よ
う
な

人
物
で
あ
る
。
明
治
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て

大
台
ヶ
原
の
牛
石
ヶ
原
に
小
屋
を
作
り
修
行
し

て
い
た
が
、
官
憲
の
忌
む
と
こ
ろ
と
な
り
、
小
屋

を
焼
か
れ
る
等
の
弾
圧
を
受
け
た
。
武
四
郎
が
大

台
ヶ
原
の
登
路
を
整
備
し
、
小
屋
を
作
っ
た
の
は

実
利
行
者
の
遺
志
を
継
ご
う
と
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
。

武
四
郎
は
、
実
利
行
者
に
関
し
て
、
明
治
十
八

年
の
『
乙
酉
紀
行
』
の
中
で
下
に
記
し
た
よ
う
な

言
及
を
し
て
い
る
。
岩
本
弥
一
郎
は
実
利
行
者
の

熱
心
な
信
奉
者
、
信
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら

は
武
四
郎
が
大
台
ヶ
原
に
赴
く
前
す
で
に
弥
一
郎

か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

真
田
八
十
八
は
実
利
行
者
の
信
者
で
あ
り
、
牛

石
ヶ
原
に
お
け
る
修
行
を
支
え
て
い
た
人
物
で
あ

る
。
二
十
年
の
、
牛
石
ヶ
原
に
お
け
る
護
摩
修
行

は
真
田
八
十
八
に
主
導
し
て
も
ら
っ
た
。
真
田
八

十
八
と
は
連
名
で
片
腹
池
と
御
手
洗
池
の
ほ
と
り

に
三
基
の
石
標
を
建
て
て
い
る
（
次
頁
）
。
そ
の

う
ち
の
一
基
に
は
「
實
利
行
者
修
行
地
」
と
刻
ま
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れ
て
い
る
。
武
四
郎
は
牛
石
ヶ
原
が
実
利
行
者
の
修
行
地
で
あ
り
、
彼
が
畏
敬
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
顕
彰
し
た
か
っ
た
。

武
四
郎
の
三
回
に
わ
た
る
大
台
ヶ
原
登
山
は
、
開
山
・
開
路
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
最
終
目
的
地
は
牛
石
ヶ
原
に
あ
る
。

こ
こ
に
祠
を
作
っ
て
観
音
か
不
動
の
像
を
お
さ
め
、
あ
わ
せ
て
実
利
行
者
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
。

も
し
明
治
二
十
一
年
彼
が
健
在
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
牛
石
ヶ
原
に
小
さ
な
祠
が
建
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
は
牛

石
ヶ
原
の
一
角
に
も
立
て
な
く
な
っ
た
我
が
身
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
む
な
し
く
空
想
す
る
の
で
あ
る
。

（
了
）

真
田
八
十
八
と
連
名
の
石
標
二
基

牛
石

実
利
行
者
修
行
地
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