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高
千
穂
峰
は
よ
い
山
で
あ
る
。

　
霧
島
神
宮
駅
か
ら
、
バ
ス
で
約
二
十
分
、
霧
島
神
宮
前
に
達
す
る
。
数
軒

の
簡
易
な
旅
館
が
あ
る
。
そ
の
一
軒
の
店
先
で
、
六
月
上
旬
の
梅
雨
の
は
れ

ま
の
或
る
日
、
私
は
た
だ
一
人
、
登
山
姿
と
い
っ
て
も
、
洋
服
の
上
衣
を
ぬ

ぎ
、
ズ
ボ
ン
の
裾
を
ま
く
り
、
靴
を
足
袋
と
は
き
か
え
、
草
鞋
を
つ
け
、
金

剛
杖
を
手
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
高
千
穂
の
頂
上
ま
で
七
キ
ロ
半

ば
か
り
の
道
程
、
普
通
の
足
な
ら
六
時
間
で
往
復
さ
れ
る
の
だ
。

　
狭
く
て
深
い
谿
谷
の
上
に
架
し
て
あ
る
神
橋
を
渡
り
、
石
段
を
の
ぼ
り
、

朱
塗
り
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
社
務
所
の
前
を
右
折
す
れ
ば
、
正
面
が
神
宮
社
殿

で
あ
る
。
そ
の
社
殿
に
至
る
石
段
の
下
、
警
士
の
哨
舎
の
前
を
、
左
へ
と
っ
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て
登
山
道
で
あ
る
。

　
暫
く
は
杉
の
木
立
、
や
が
て
、
暖
帯
常
緑
濶
葉
樹
の
天
然
林
と
な
る
。

　
こ
の
天
然
林
は
、
山
の
中
腹
以
上
の
広
い
地
域
に
亘
っ
て
い
る
。
伐
採
は

す
べ
て
禁
ぜ
ら
れ
、
神
宮
聖
域
の
幽
邃
な
風
致
が
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
濶
葉
樹
の
天
然
林
に
は
、
柔
か
な
神
秘
の
影
が
こ
も
る
。
鬱
蒼
た
る
茂
み

が
日
の
光
を
濾
過
し
て
、
美
妙
な
明
る
み
を
内
に
は
ぐ
く
む
。
道
に
は
い
出

し
て
る
蚯
蚓
は
、
長
さ
尺
余
の
も
の
が
あ
り
、
朽
葉
の
間
を
鰻
の
よ
う
に
走

っ
て
、
紫
色
に
光
っ
て
い
る
。
掌
大
の
白
い
翼
の
蛾
が
、
苔
む
し
た
樹
幹
に

と
ま
っ
て
い
て
、
怪
し
い
幻
覚
を
起
さ
せ
る
。

　
こ
の
山
道
の
感
銘
に
は
、
俗
塵
を
脱
し
た
清
浄
さ
以
上
の
も
の
が
あ
り
、

深
い
奥
行
が
あ
る
。

4高千穂に思う



　
東
京
の
街
路
の
中
の
ロ
ー
タ
リ
ー
、
芝
草
と
数
株
の
灌
木
と
の
僅
か
な
緑

地
、
あ
の
中
に
、
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
ん
で
い
る
一
匹
の
蝶
は
、
人
の
微
笑
を
誘

う
。
こ
の
種
の
も
の
を
、
東
京
の
都
市
は
、
各
処
に
数
多
く
持
っ
て
い
る
。

官
庁
街
と
事
務
所
街
と
殷
賑
街
と
を
除
い
て
、
東
京
が
一
種
の
村
落
都
市
と

云
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
近
来
、
村
落
都
市
の
厚
生
上
及
び
軍
事
上

の
価
値
が
、
改
め
て
認
識
さ
れ
始
め
た
。
然
し
そ
の
東
京
に
於
て
、
上
野
の

山
の
杉
の
古
木
は
年
々
枯
死
し
て
ゆ
く
し
、
代
表
的
名
園
た
る
後
楽
園
の
樹

木
は
、
保
育
保
存
に
多
く
の
苦
心
を
要
す
る
と
か
い
う
。

　
こ
れ
に
比
ぶ
れ
ば
、
城
山
を
持
つ
鹿
児
島
市
の
幸
福
が
偲
ば
れ
る
。
域
山

は
史
跡
と
し
て
名
高
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
の
天
然
林
に
よ
っ
て
特
殊

で
あ
る
。
数
百
種
の
樹
木
、
そ
の
中
に
は
珍
種
も
多
く
、
豊
富
な
種
類
の
歯
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朶
を
含
む
。
こ
の
天
然
林
に
蔽
わ
れ
た
城
山
が
、
都
市
の
裏
手
を
限
っ
て
聳

え
て
い
る
。

　
人
間
と
自
然
と
の
関
係
は
、
も
は
や
往
時
の
そ
れ
で
は
な
く
、
自
然
そ
の

も
の
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
た
だ
自
然
の
風
景
が
存
す
る
の
み
だ
と
、
そ
う

説
か
れ
る
。
そ
れ
は
真
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
吾
々
は
自
然
に
対
す
る
一

種
の
郷
愁
を
感
ず
る
。
地
上
の
巣
に
対
す
る
空
飛
ぶ
鳥
の
郷
愁
だ
。

　
高
千
穂
山
腹
の
天
然
林
の
な
か
で
、
都
市
は
は
や
く
も
遙
か
後
方
に
遠
ざ

か
る
。
都
市
が
後
方
に
遠
ざ
か
る
こ
と
は
、
原
始
へ
と
遡
る
こ
と
だ
。

　
山
道
は
、
谿
谷
の
左
岸
づ
た
い
に
上
っ
て
ゆ
く
。
谿
谷
の
な
か
に
は
、
さ

さ
や
か
な
流
れ
が
あ
る
。
木
の
間
が
く
れ
に
見
え
る
谿
谷
は
、
青
苔
の
は
え

た
岩
石
で
、
そ
の
な
め
ら
か
な
岩
肌
が
川
床
と
な
っ
て
い
る
。
岩
肌
の
上
を
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流
れ
お
ち
る
水
は
、
清
冽
だ
が
、
殆
ん
ど
音
を
立
て
な
い
。

　
十
和
田
湖
の
水
を
お
と
す
奥
入
瀬
の
谿
谷
は
、
急
湍
奇
岩
で
人
を
魅
惑
す

る
が
、
こ
こ
の
さ
さ
や
か
な
谷
川
は
、
そ
れ
が
木
の
間
が
く
れ
に
隠
見
す
る

だ
け
に
猶
更
、
そ
し
て
岩
肌
の
上
を
音
も
な
く
す
べ
り
落
ち
る
だ
け
に
猶
更
、

人
の
眼
を
惹
き
心
を
惹
く
。

　
私
は
ふ
と
、
三
好
達
治
の
詩
を
思
い
起
し
た
。

　
　
こ
の
浦
に
わ
れ
な
く
ば

　
　
誰
か
き
か
ん

　
　
こ
の
夕
こ
の
海
の
こ
え
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こ
の
浦
に
わ
れ
な
く
ば

　
　
誰
か
み
ん

　
　
こ
の
朝
こ
の
草
か
げ

　
詩
の
感
覚
を
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
浦
で
は
な
く
て
山
道
だ
。
海
で
は

な
く
天
然
林
だ
が
、
深
い
天
然
林
に
は
静
寂
そ
の
も
の
の
声
が
聞
え
る
。
草

で
は
な
く
溪
流
だ
が
、
ひ
そ
や
か
な
谿
流
は
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
そ
れ
と
分

ら
な
い
。

　
然
し
私
は
、
足
を
早
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
汽
車
の
時
間
の
都
合

で
、
余
裕
が
な
か
っ
た
の
だ
。
初
め
、
霧
島
神
社
に
参
拝
し
、
旅
館
の
店
先

へ
引
返
し
、
姿
を
変
え
て
ま
た
登
山
に
か
か
っ
た
の
で
、
だ
い
ぶ
時
間
を
費
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し
、
そ
の
た
め
、
六
時
間
行
程
の
登
山
を
五
時
間
半
以
内
に
な
さ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

　
急
ぐ
こ
と
約
三
キ
ロ
、
鬱
蒼
た
る
林
の
前
方
が
忽
然
と
開
け
て
明
る
く
、

そ
の
外
光
の
な
か
に
、
数
本
の
赤
松
が
空
高
く
亭
立
し
て
い
る
。

　
そ
れ
が
標
識
だ
。
天
然
林
は
つ
き
て
、
低
い
雑
木
交
り
の
小
松
林
と
な
る
。

道
は
乾
燥
し
、
空
気
も
薄
く
な
り
澄
ん
で
く
る
。
高
原
の
感
じ
だ
。
こ
の
感

じ
は
、
登
る
に
従
っ
て
次
第
に
、
高
原
か
ら
山
の
背
の
そ
れ
へ
と
変
っ
て
ゆ

く
。

　
こ
こ
に
、
真
に
高
燥
な
大
気
が
あ
る
。
高
原
だ
け
で
は
い
け
な
い
の
だ
。

代
表
的
高
原
た
る
軽
井
沢
や
戦
場
ヶ
原
や
仙
石
原
な
ど
に
、
湿
潤
な
重
い
大
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気
が
漂
っ
て
い
る
の
は
地
勢
の
故
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
那
須
や
北
軽
井
沢
や

赤
倉
や
富
士
見
な
ど
も
、
そ
の
大
気
は
低
燥
と
い
う
感
を
ま
ぬ
か
れ
ず
、
山

の
背
に
至
っ
て
初
め
て
高
燥
と
な
る
。

　
高
燥
な
大
気
の
中
で
は
、
思
念
も
軽
く
、
足
も
軽
い
。
眼
前
の
中
空
に
聳

ゆ
る
峯
に
引
か
れ
て
、
二
キ
ロ
半
ほ
ど
登
っ
た
か
と
思
う
と
、
こ
こ
に
ま
た

忽
然
と
、
意
外
な
景
色
が
展
開
す
る
。

　
ゆ
る
や
か
な
斜
面
に
開
け
て
る
砂
原
だ
。
小
石
交
り
の
そ
の
広
い
砂
原
は
、

昔
の
氷
河
の
跡
か
と
も
見
え
、
雪
崩
の
跡
か
と
も
見
え
、
或
は
大
河
の
跡
の

河
原
か
と
も
見
え
る
。
処
々
に
小
さ
な
灌
木
の
茂
み
が
風
に
そ
よ
い
で
い
る

だ
け
で
、
広
い
平
ら
な
砂
原
の
肌
は
ぬ
く
ぬ
く
と
日
の
光
を
吸
っ
て
い
る
。

然
し
こ
こ
は
既
に
海
抜
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
地
で
、
高
千
穂
河
原
と
い
う
。
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高
千
穂
河
原
と
は
、
往
昔
、
高
千
穂
噴
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
霧
島
神
宮

の
古
宮
址
な
の
で
あ
る
。
今
は
こ
の
古
宮
址
の
上
手
に
、
古
式
の
祭
壇
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。
石
段
を
上
っ
た
平
場
に
、
玉
石
が
敷
き
つ
め
て
あ
り
、
奥

の
石
畳
み
の
中
央
に
、
巨
大
な
自
然
石
が
三
個
立
て
て
あ
る
。
こ
の
祭
壇
の

簡
明
清
純
さ
は
、
わ
が
民
族
の
潔
癖
性
が
わ
が
民
族
の
神
性
と
繋
が
り
を
持

つ
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。

　
祭
壇
の
手
前
の
砂
原
に
つ
き
立
っ
て
る
鉄
管
か
ら
、
清
水
を
く
ん
で
、
腹

の
底
ま
で
冷
徹
に
な
っ
た
思
い
を
し
な
が
ら
、
道
を
左
手
に
と
っ
て
、
急
坂

に
さ
し
か
か
る
。
頂
上
ま
で
二
キ
ロ
ほ
ど
、
最
後
の
難
所
だ
。

　
高
千
穂
登
山
は
、
明
確
に
三
段
に
分
た
れ
、
三
様
の
情
緒
を
味
わ
し
て
く
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れ
る
。
第
一
は
、
幽
邃
な
天
然
林
の
中
の
山
道
だ
。
第
二
は
、
高
燥
な
小
松

林
の
中
の
山
道
だ
。
第
三
は
、
急
峻
な
登
攀
だ
。
こ
の
登
攀
が
ま
た
、
三
段

跳
び
を
な
し
て
い
る
。

　
高
千
穂
河
原
か
ら
の
第
一
段
階
は
、
灌
木
の
茂
み
の
中
を
登
っ
て
い
る
道

で
、
地
面
は
堅
く
、
足
が
か
り
の
岩
石
が
突
出
し
て
い
る
。

　
こ
こ
を
通
過
す
れ
ば
、
少
し
く
平
ら
な
尾
根
に
出
る
。

　
尾
根
は
す
ぐ
に
つ
き
て
、
急
斜
面
が
前
方
に
壁
立
し
て
い
る
。
代
赭
色
の

火
山
礫
に
蔽
わ
れ
て
い
て
、
踏
み
し
め
て
も
ず
る
ず
る
と
半
ば
は
滑
る
。
崩

れ
お
ち
た
砂
礫
の
色
合
で
、
漸
く
道
筋
は
分
る
が
、
そ
れ
も
山
肌
一
杯
に
拡

が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ま
っ
す
ぐ
一
直
線
に
は
登
り
得
ら
れ
ず
、
稲
妻
形

に
登
っ
て
ゆ
く
の
だ
。
或
る
所
は
真
赤
で
あ
り
、
或
る
所
は
黄
色
み
を
帯
び
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て
い
る
。

　
中
途
に
、
大
き
な
岩
石
が
つ
き
出
て
い
る
。
こ
こ
で
立
止
っ
て
、
一
息
つ

く
の
だ
が
、
更
に
す
ぐ
頭
上
に
は
、
一
層
大
き
な
岩
石
が
一
つ
、
威
嚇
す
る

よ
う
に
つ
き
出
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
そ
こ
ま
で
辿
り
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
青
み
を
帯
び
た
そ
の
岩
石
は
、
縦
横
に
無
数
の
深
い
亀
裂
が
は
い
っ
て
い

る
。
そ
の
亀
裂
に
驚
か
さ
れ
て
、
な
お
よ
く
見
ん
も
の
と
、
裾
を
廻
っ
て
上

方
に
出
れ
ば
、
も
は
や
岩
の
亀
裂
な
ど
は
問
題
で
な
く
、
足
下
に
開
け
る
噴

火
口
に
心
は
惹
か
れ
る
。

　
海
抜
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
御
鉢
火
口
で
あ
る
。
直
径
五
百
メ
ー
ト
ル
の
こ

の
火
口
は
、
正
し
い
摺
鉢
型
を
し
て
、
底
に
赤
褐
色
の
水
を
少
し
湛
え
て
い

る
。
実
に
端
正
な
可
愛
い
火
口
だ
。
然
し
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
よ
く
ま
と
ま
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っ
て
い
る
故
か
、
こ
の
山
上
、
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
な
に
か
象
徴
的
な

も
の
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
お
よ
そ
わ
が
国
の
噴
火
口
で
は
、
浅
間
の
そ
れ
が
最
も
端
麗
で
も
あ
り
壮

大
で
も
あ
ろ
う
。
直
径
七
百
メ
ー
ト
ル
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
円
い
火
口

は
、
中
途
か
ら
殆
ん
ど
垂
直
を
な
し
て
深
く
え
ぐ
ら
れ
、
そ
の
底
か
ら
、
濛

々
た
る
噴
煙
に
交
っ
て
、
地
底
の
轟
き
が
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
。
払
暁
、
東

天
が
白
ん
だ
ば
か
り
で
日
光
は
ま
だ
さ
さ
な
い
頃
、
火
口
を
覗
き
こ
め
ば
、

赤
熱
し
た
熔
岩
の
わ
き
た
つ
の
が
見
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
比
ぶ
れ
ば
、
こ
の
御
鉢
火
口
は
、
な
ん
と
つ
つ
ま
し
く
明
る
く
、

そ
し
て
あ
ら
わ
に
自
身
を
白
日
に
曝
し
て
る
こ
と
か
。
だ
が
、
余
り
に
あ
ら

わ
な
も
の
は
、
噴
火
口
の
如
く
熱
火
を
内
蔵
す
る
種
類
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
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凝
視
の
上
に
象
徴
的
な
変
容
を
す
る
。
内
に
恃
む
と
こ
ろ
あ
る
者
の
微
笑
が

そ
こ
に
見
ら
れ
る
。

　
眼
を
転
ず
れ
ば
、
火
口
よ
り
右
方
に
、
鹿
児
島
湾
か
ら
桜
島
ま
で
、
一
望

の
う
ち
に
見
え
る
。
御
鉢
火
口
を
顧
み
、
更
に
ま
た
桜
島
を
眺
め
て
、
そ
の

噴
火
口
に
私
は
思
い
を
馳
せ
る
。
桜
島
の
頂
は
雲
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
雲
に
は
噴
煙
が
交
っ
て
い
る
の
だ
。

　
た
だ
悲
し
い
哉
、
桜
島
は
大
正
三
年
の
大
噴
火
の
折
、
熔
岩
の
た
め
、
大

隅
の
方
の
海
岸
と
陸
続
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
美
し
い
桜
島
、
一
日

に
七
度
も
色
が
変
る
と
い
う
桜
島
は
、
永
久
に
島
で
あ
れ
か
し
と
願
う
の
は
、

私
の
幼
稚
な
童
心
の
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
東
海
の
小
島
が
磯
の
白
砂
に
わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て
蟹
と
た
わ
む
る
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そ
う
石
川
啄
木
は
歌
っ
た
。
そ
の
情
緒
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
代
り
に
、
島
の
情
熱
が
蘇
生
し
て
き
た
の
だ
。
こ
の
情
熱
は
、
あ
ら
ゆ

る
感
傷
を
排
し
て
、
た
だ
生
成
の
悦
び
に
酔
う
。
無
数
の
島
々
が
大
東
亜
海

に
新
た
な
生
成
を
な
し
つ
つ
あ
る
時
代
だ
。
島
と
島
と
は
海
で
繋
っ
て
い
る

方
が
よ
ろ
し
い
。
九
州
も
島
だ
が
、
そ
れ
と
陸
続
き
に
な
ら
な
い
で
、
桜
島

は
や
は
り
永
久
に
小
島
の
ま
ま
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
桜
島
は
雲
に
か
く
れ
て
ゆ
く
。
梅
雨
期
の
天
候
は
変
り
や
す
い
。
顧
み
れ

ば
、
御
鉢
火
口
の
反
対
側
は
、
全
く
濃
霧
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る
。
私
は
道
を

急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
火
口
の
ふ
ち
を
左
手
に
進
む
と
こ
ろ
が
、
所
謂
馬
の
背
越
で
あ
る
。
右
側

は
火
口
の
斜
面
、
左
側
も
殆
ん
ど
断
崖
に
等
し
い
急
斜
面
、
そ
の
間
の
砂
礫
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の
道
が
、
馬
の
背
ほ
ど
の
広
さ
だ
と
い
う
謂
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
馬
の
背
越
は
、
大
抵
風
が
強
い
。
風
は
左
側
の
断
崖
か
ら
吹
き
あ
げ

て
く
る
。
そ
の
風
に
乗
っ
て
、
た
だ
一
面
に
濃
霧
だ
。
濃
霧
は
馬
の
背
越
の

頂
で
、
ふ
っ
と
切
れ
て
巻
き
返
し
て
い
る
。
波
の
よ
う
に
湧
き
あ
が
っ
て
く

る
乳
色
の
霧
は
、
そ
の
尾
根
の
上
で
巻
き
返
す
と
た
ん
、
牛
乳
が
水
に
融
け

る
程
度
に
、
薄
ら
い
で
消
え
て
ゆ
く
。

　
そ
の
濃
霧
の
底
か
ら
、
遙
か
な
下
方
か
ら
、
幅
広
い
澄
ん
だ
声
が
聞
え
て

く
る
。
耳
を
傾
け
る
と
、
仏
法
僧
の
鳴
き
声
で
あ
る
。
二
三
ヶ
所
か
ら
、
互

に
鳴
き
交
し
て
い
る
。
仏
法
僧
は
夜
間
に
鳴
く
も
の
と
聞
い
て
い
た
が
、
濃

霧
の
た
め
、
昼
と
夜
と
を
混
同
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
山
上
の
濃
霧
の

な
か
、
遙
か
下
方
か
ら
響
い
て
く
る
そ
の
鳴
き
声
は
、
仏
法
僧
の
別
名
た
る
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慈
悲
心
鳥
の
名
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
慈
悲
を
絶
し
た
天
上
的
な
明
朗
さ

を
持
っ
て
い
る
。

　
い
つ
ま
で
耳
を
傾
け
て
い
て
も
、
霧
の
な
か
の
そ
の
声
は
絶
え
な
い
。
私

は
も
う
そ
の
声
を
も
後
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
天
候
の
変
化
を
恐

れ
た
の
で
は
な
い
。
時
間
の
不
足
を
懸
念
し
た
の
だ
。
下
山
の
折
の
速
力
を

加
算
し
て
も
、
六
時
間
を
五
時
間
半
以
内
に
短
縮
す
る
こ
と
が
如
何
に
難
事

で
あ
る
か
を
、
私
の
足
は
知
っ
た
。
私
の
足
は
も
は
や
随
分
と
疲
労
し
て
い

る
。

　
馬
の
背
越
を
過
ぎ
て
、
少
し
く
下
り
道
に
な
る
。
こ
れ
で
第
二
段
階
は
終

っ
た
の
だ
。
次
で
第
三
段
階
の
登
攀
と
な
る
。
そ
の
登
り
口
を
、
天
の
河
原
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と
い
う
。
天
孫
を
記
念
す
る
さ
さ
や
か
な
碑
が
あ
る
。
今
や
こ
の
天
の
河
原

も
、
霧
に
巻
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
高
千
穂
の
頂
上
は
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る

筈
だ
が
、
そ
れ
濃
霧
に
隠
れ
て
、
た
だ
、
砂
地
に
岩
塊
を
ち
り
ば
め
た
急
峻

な
斜
面
の
み
が
、
尺
余
の
植
物
の
茂
み
を
あ
ち
こ
ち
に
そ
よ
が
し
て
い
る
。

　
そ
の
斜
面
に
と
っ
つ
い
て
、
最
後
の
努
力
を
試
み
る
だ
け
だ
。
目
指
す
頂

上
が
見
え
な
い
こ
と
は
、
努
力
を
一
層
苦
し
い
も
の
に
す
る
。

　
理
想
は
常
に
永
遠
の
彼
方
に
あ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
永
遠
の
彼

方
に
あ
る
に
せ
よ
、
一
筋
の
道
を
進
む
者
は
不
断
に
そ
れ
を
眼
で
見
て
い
る
。

眼
で
見
て
い
る
こ
と
が
永
遠
の
道
程
を
進
む
支
持
と
な
る
の
だ
。

　
だ
が
、
高
千
穂
の
頂
上
は
、
た
と
え
見
え
な
く
と
も
、
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る

筈
だ
っ
た
。
私
の
足
は
疲
れ
き
り
不
随
意
に
な
り
な
が
ら
も
、
岩
角
や
砂
礫
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の
上
を
攀
じ
登
っ
て
い
っ
た
。

　
霧
の
中
か
ら
、
鉄
柵
の
如
き
も
の
が
仄
か
に
浮
き
出
し
て
き
、
そ
の
先
は

空
漠
た
る
雲
霧
だ
。
そ
れ
が
絶
頂
だ
っ
た
。

　
私
は
ま
ず
、
鉄
柵
の
な
か
の
岩
石
の
堆
積
に
逆
さ
に
つ
き
さ
さ
っ
て
る
天

の
逆
鉾
に
向
っ
て
、
暫
く
瞑
目
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
地
面
を
匐
っ
て
る
草
の

上
に
腰
を
下
し
て
、
携
え
て
い
た
サ
イ
ダ
ー
を
飲
ん
だ
。
こ
の
時
、
煙
草
を

所
持
し
て
い
な
い
の
に
気
付
い
て
自
ら
驚
い
た
。
麓
の
旅
館
に
上
衣
を
ぬ
ぎ

捨
て
た
折
、
そ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
煙
草
を
置
き
ざ
り
に
し
た
の
だ
。
あ
れ
ほ
ど

の
べ
つ
に
煙
草
を
吸
う
自
分
が
、
今
ま
で
煙
草
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
の
が
、

不
思
議
に
考
え
ら
れ
た
。
不
思
議
な
の
は
、
こ
の
頂
上
で
煙
草
を
所
持
し
て

い
な
い
の
に
気
付
い
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
大
し
て
吸
い
た
く
も
思
わ
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な
か
っ
た
こ
と
だ
。
煙
草
な
ど
は
濃
霧
の
な
か
に
消
え
て
し
ま
え
。

　
霧
そ
の
も
の
は
霽
れ
そ
う
に
な
か
っ
た
。
晴
天
な
ら
ば
、
霧
島
火
山
群
の

十
八
の
主
峯
、
そ
れ
ら
が
懐
く
噴
火
口
、
遙
か
遠
く
に
は
鹿
児
島
湾
の
風
光

な
ど
、
秀
麗
な
眺
望
が
展
開
す
る
筈
で
あ
る
が
、
今
は
た
だ
朦
々
漠
々
た
る

雲
霧
に
四
方
を
と
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
私
は
そ
れ
を
憾
み
と

は
し
な
か
っ
た
。

　
思
い
は
神
代
の
古
え
に
遡
る
。
神
話
の
世
界
の
雲
霧
が
、
そ
の
ま
ま
今
も
、

高
千
穂
頂
上
に
渦
巻
い
て
い
る
の
だ
。
海
抜
千
五
百
七
十
四
メ
ー
ト
ル
は
山

と
し
て
は
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
然
し
そ
の
峯
は
如
何
な
る
山
よ
り
も
ぬ
き

ん
で
て
い
る
。
日
本
神
話
の
息
吹
き
は
、
海
洋
神
話
の
生
け
る
代
表
者
と
し

て
、
ま
た
生
け
る
指
導
者
と
し
て
、
大
東
亜
海
を
蔽
い
つ
つ
あ
る
か
ら
だ
。
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近
く
に
は
台
湾
高
砂
族
の
海
洋
神
話
が
、
遠
く
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
種
族
の

さ
ま
ざ
ま
な
海
洋
神
話
が
、
こ
の
息
吹
き
の
な
か
に
抱
擁
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。

　
幻
想
は
限
り
な
く
続
き
、
そ
し
て
幻
想
は
時
間
を
食
う
。
私
は
我
に
返
っ

て
立
ち
上
り
、
濃
霧
の
な
か
で
大
き
く
呼
吸
し
、
そ
し
て
濃
霧
に
感
謝
し
つ

つ
、
宙
空
に
浮
い
て
る
感
じ
の
そ
の
峯
か
ら
、
一
気
に
か
け
降
り
て
い
っ
た
。
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