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脅藤　清

企
画
展
の
開
催
に
あ
た
っ
て

奥
原
　
徳
則

後
立
山
連
峰
に
隣
あ
っ
て
そ
び
え
る
鹿
島
槍
ヶ
岳
と
爺
ケ
岳
は

伝
統
的
な
雪
花
｢
鶴
と
獅
子
｣
　
や
｢
種
ま
き
爺
さ
ん
｣
で
も
有
名

な
山
々
で
す
｡

高
名
な
山
岳
写
真
家
､
田
淵
行
男
先
生
の
著
書
喜
丁
形
｣
　
に
よ

れ
ば
､
安
曇
野
か
ら
仰
ぎ
見
る
方
角
に
よ
っ
て
そ
の
姿
は
様
々
で

あ
り
､
出
石
と
残
雪
が
お
り
な
す
雪
舷
も
ま
た
､
そ
れ
ぞ
れ
に
里
人

を
見
守
る
山
の
神
棟
だ
っ
た
､
と
い
う
説
も
あ
る
そ
う
で
す
｡

安
曇
野
の
南
部
で
は
､
爺
ケ
畠
の
二
つ
の
峰
の
う
ち
南
峰
直
下

に
早
け
れ
ば
‥
月
下
句
に
現
れ
る
黒
い
…
石
肌
を
　
｢
種
ま
き
爺
さ

ん
｣
と
し
､
か
つ
て
農
事
暦
の
一
助
と
し
た
向
｡

さ
ら
に
は
､
四
月
の
暦
も
進
に
つ
れ
て
､
爺
さ
ん
の
そ
ば
に

｢
種
を
つ
い
ば
む
鳥
｣
や
｢
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
駆
け
つ
け
た
婆
さ

ん
｣
が
現
れ
る
と
い
う
伝
承
も
残
っ
て
い
ま
す
｡

一
方
､
大
町
で
は
.
股
に
南
峰
と
中
央
峰
の
鞍
部
に
出
る
岩
肌

を
｢
種
ま
き
爺
さ
ん
｣
と
し
て
い
ま
す
｡
市
街
の
ご
-
限
ら
れ
九

区
域
で
し
か
達
者
な
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
､
ひ

と
つ
の
山
に
二
人
の
爺
さ
ん
が
い
る
の
も
､
里
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

の
反
映
な
の
で
し
ょ
う
｡

本
展
で
は
｢
雪
形
イ
メ
ー
ジ
コ
ン
テ
ス
ト
｣
　
の
コ
ー
ナ
ー
も
設

け
ま
す
｡
こ
れ
は
残
雪
の
美
し
い
鹿
島
槍
ヶ
岳
と
爺
ケ
岳
の
写
真

を
見
て
い
た
だ
き
､
伝
統
や
伝
承
に
こ
だ
わ
ら
ず
､
そ
の
場
で
イ

メ
ー
ジ
の
わ
い
た
｢
自
分
の
雪
形
｣
を
投
票
し
て
い
た
だ
き
､
会

期
中
に
逐
次
発
表
､
終
了
後
に
賞
を
授
与
し
ょ
う
と
い
う
企
画
で

す
｡

『
新
し
い
地
方
文
化
向
上
の
た
め
に
郷
土
の
特
殊
性
を
生
か
し
､

私
た
ち
は
北
ア
ル
プ
ス
の
大
自
然
を
も
う
一
度
見
向
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
㌔

昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
'
新
憲
法
施
行
の
日
に
大
町
図
書
館

で
行
わ
れ
た
一
志
浅
樹
先
生
　
(
当
時
松
本
市
立
博
物
館
長
､
大
町

出
身
)
　
の
講
演
に
感
激
し
た
地
元
青
年
団
の
熱
薫
と
奉
仕
的
な
活

動
が
､
山
岳
博
物
館
創
設
　
(
昭
和
二
十
六
年
)
　
の
原
動
力
だ
っ
た

と
言
い
ま
す
｡

こ
の
企
画
展
が
､
さ
さ
や
か
な
が
ら
先
生
の
志
に
か
な
い
､
再

び
何
か
が
生
ま
れ
る
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
｡

ご
高
覧
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
｡
(
山
岳
博
物
館
長
)

《
鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
の
自
然
と
歴
史
展
》

会
　
期
一
月
二
十
四
日
㈲
十
二
月
一
日
㈲

休
館
日
　
毎
週
月
曜
日
'
二
月
十
二
日
㈱

料
　
金
　
常
設
展
と
も
に
通
常
料
金
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鹿島槍ヶ岳(右)と爺ケ岳

館物博ど山

企
画
展｢

鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
の
自
然
と
歴
史
｣
展

大
町
山
岳
博
物
館
編

自
然
と
橋
史
に
分
け
て
'
展
示
コ
ー
ナ
ー
ご
と
に

脱
明
を
加
､
え
て
み
た
い
｡

(
自
　
然
〉

爺
ケ
岳
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ

-
大
町
出
店
曲
物
館
の
調
査
の
歴
史
と
そ
の
成
果
-

爺
ケ
高
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
対
象
に
調
布
'
研
究
さ

れ
た
事
実
は
数
多
く
記
録
さ
れ
､
爺
ケ
岳
は
日
本
に

お
け
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
生
態
解
明
の
地
と
も
い
え
る
｡

昭
和
三
六
年
に
は
大
町
山
島
博
物
館
の
職
員
や
信

州
大
学
教
育
学
部
な
ど
で
描
成
さ
れ
た
北
ア
ル
フ
ス

動
物
生
態
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
五
月
か
ら
.
〇

月
ま
で
､
.
五
〇
日
間
連
絡
し
て
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
調

査
が
行
わ
れ
た
｡
}

晰
和
二
八
年
三
月
か
ら
四
月
ま
で
四
〇
日
間
は
冬

期
の
調
査
が
行
わ
れ
､
こ
の
調
査
で
は
種
池
山
荘
を

基
地
と
し
て
通
信
関
係
の
支
援
に
陸
上
自
衛
隊
松
本

駐
屯
地
の
隊
員
が
参
加
し
'
入
山
時
､
途
中
の
食
料

の
荷
上
げ
'
下
山
時
に
は
大
町
山
の
会
に
よ
る
支
援

を
受
け
た
｡

霊
園
彊

田

　

細

磨援

′㌘

撥

野
上
繕

.
鯨
3
･_

ヽ

昭
和
三
九
年
七
月
か
ら
八
月
に
は
移
動
愈
合
を
設

置
し
て
親
.
､
雛
三
羽
を
収
容
し
て
家
族
辞
の
生
活

状
況
､
天
敵
と
の
関
係
に
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
た
｡

ま
た
､
一
〇
月
に
は
秋
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
活
調

査
が
実
施
さ
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
調
香
研
究
成
果
は
｢
雷
鳥
の
生
活
｣
と

い
う
本
に
ま
と
め
ら
れ
､
そ
れ
ま
で
神
秘
の
鳥
と
し

て
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
世
の

人
々
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

昭
和
四
一
年
､
文
化
財
保
護
委
員
会
'
長
野
県
､

静
岡
県
､
山
梨
県
が
協
力
し
て
雷
鳥
の
生
態
映
画
を

製
作
す
る
こ
と
に
な
り
､
爺
ケ
岳
を
中
心
に
四
月
か

ら
翌
年
二
月
ま
で
撮
影
が
行
わ
れ
た
｡
昭
和
四
二
年

三
月
に
映
画
｢
特
別
天
然
記
念
物
ラ
イ
チ
ョ
ウ
｣
が

完
成
し
､
同
年
開
催
さ
れ
た
ア
ジ
ア
映
画
祭
で
は
グ

ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
｡

こ
の
よ
う
に
生
息
現
地
で
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
態

を
解
明
す
る
ー
方
で
､
飼
育
し
な
け
れ
ば
解
明
で
き

な
い
生
理
､
病
理
'
遺
伝
な
ど
の
基
礎
的
研
究
を
進

め
る
こ
と
で
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
持
つ
特
性
を
究
明
し
､

種
を
保
有
す
る
上
で
の
デ
ー
タ
を
集
積
で
き
る
と
い

う
考
え
で
､
昭
和
三
八
年
か
ら
大
町
山
岳
蒔
物
館
の

ラ
イ
チ
ョ
ウ
飼
育
施
設
で
飼
育
､
増
殖
の
事
業
が
進

め
ら
れ
て
い
る
∪

昭
和
五
三
年
に
爺
ケ
岳
で
採
卵
し
､
大
町
向
島
博

物
館
の
施
設
で
成
長
し
た
個
体
は
玄
孫
の
挺
生
ま

で
世
代
を
交
代
さ
せ
た
｡

平
成
三
年
'
大
町
山
岳
博
物
館
は
胴
○
周
年
を
迎

え
､
こ
れ
を
記
念
し
て
発
行
さ
れ
た
　
｢
ラ
イ
チ
ョ
ウ

ー
生
活
と
飼
育
へ
の
挑
戦
I
L
は
爺
ケ
岳
と
大
町
山

岳
博
物
館
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
の
植
物

円
本
の
山
岳
地
域
を
代
表
す
る
北
ア
ル
プ
ス
｡
そ

の
麓
に
広
が
る
大
町
市
は
最
低
標
高
地
点
が
お
お
よ

そ
六
三
〇
m
､
最
高
標
高
地
点
が
二
‥
八
〇
m
と
地

形
の
起
伏
に
富
ん
で
い
る
へ
ソ

一
般
的
に
標
高
が
高
-
な
る
に
つ
れ
気
温
は
低
下

し
､
そ
れ
に
応
じ
て
土
地
的
条
件
に
も
よ
る
が
､
発

達
す
る
植
生
や
植
物
も
異
な
っ
て
く
る
｡

そ
れ
で
は
､
鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
の
場
合
は
ど

う
な
の
か
'
山
地
帯
､
亜
高
山
帯
､
高
山
帯
に
分
け

て
相
原
新
道
か
ら
観
察
し
て
み
た
い
｡

-

　

　

山

地

帯

　

　

-

柏
原
新
道
登
山
口
は
標
高
一
三
五
〇
m
｡
気
候
的

に
は
山
地
帯
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

す
で
に
新
緑
に
色
づ
い
た
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
の
林

床
で
は
オ
オ
カ
メ
ノ
キ
が
咲
き
､
夏
は
工
ゾ
ア
ジ
サ

イ
､
秋
は
黄
や
赤
に
色
づ
い
た
紅
葉
が
見
ら
れ
る
な

ど
､
四
季
の
変
化
に
富
ん
で
い
る
｡

-

　

　

配

高

山

帯

　

　

-

標
高
一
五
五
〇
m
｡
コ
メ
ツ
ガ
な
ど
の
針
葉
樹
林

が
ケ
ル
リ
と
辺
り
を
取
り
囲
み
､
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
林

へ
と
続
く
林
麻
に
は
ゴ
ゼ
ン
タ
チ
バ
ナ
や
ミ
ツ
バ
オ

ウ
レ
ン
が
よ
く
目
立
つ
｡

ダ
ケ
カ
ン
バ
が
現
れ
始
め
る
標
高
.
八
〇
〇
m
か

ら
は
垂
市
に
立
つ
樹
の
数
が
減
る
｡
根
元
ち
か
く
か

ら
ー
定
の
方
向
へ
田
が
る
樹
形
か
ら
は
､
冬
の
多
雪

が
う
か
が
え
る
｡

-

　

　

高

山

帯

　

　

-

高
山
帯
は
環
環
の
条
件
に
よ
っ
て
'
い
ろ
い
ろ

な
植
生
が
モ
ザ
イ
ク
状
に
見
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
｡

高
山
帯
を
象
徴
す
る
ハ
イ
マ
ツ
の
群
落
は
土
壌
が

安
定
し
､
な
お
か
つ
消
雪
が
早
い
場
所
に
見
ら
れ
る
｡

さ
ら
に
消
雪
が
遅
い
場
所
で
は
､
ア
オ
ノ
ツ
ガ
サ
ク

ラ
や
チ
ン
ダ
ル
マ
を
含
む
韓
藩
が
現
れ
､
強
風
で
､

冬
は
積
雪
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
場
所
で
は
'
ウ
ラ
シ

マ
ツ
ツ
ジ
や
ミ
ネ
ズ
オ
ウ
を
主
と
し
た
群
落
が
カ
ー

ペ
ッ
ト
状
に
広
が
る
｡

こ
の
よ
う
な
植
生
は
高
山
帯
の
代
表
的
な
植
生
で

あ
り
'
爺
ケ
岳
は
ま
さ
に
オ
ス
ス
メ
の
教
科
書
で
あ

る
｡

-

　

　

鹿

島

槍

ヶ

岳

　

　

-

冷
池
山
稿
か
ら
テ
ン
ト
場
を
経
て
布
引
山
へ
｡
夏

の
お
花
畑
に
は
､
シ
ナ
ノ
キ
ン
バ
イ
や
ク
ル
マ
ユ
リ
､

ク
ロ
ト
ウ
ヒ
レ
ン
が
咲
き
誇
る
｡
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種油と種油山湛

館物博ど山

鹿
島
槍
ヶ
岳
ま
で
は
尾
根
づ
た
い
に
上
り
､
夏
で

あ
れ
ば
登
山
道
脇
の
シ
コ
タ
ン
ソ
ウ
や
シ
ナ
ノ
ナ
デ

シ
コ
が
声
援
を
送
っ
て
-
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
｡

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
で
､

最
も
普
通
に
見
ら
れ
る
植
物
や
植
生
を
中
心
に
紹
介

す
る
っ

鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
の
動
物
･
昆
虫

鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
に
は
､
特
別
天
然
証
念
物

に
指
定
さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
､
天
然
記
念

物
の
イ
ヌ
ワ
シ
　
(
北
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
食
物
連
鎖

で
は
頂
点
に
立
つ
肉
食
動
物
)
'
長
野
県
指
定
の
天

然
記
念
物
の
ホ
ン
ド
オ
コ
ジ
ョ
や
ヤ
マ
ネ
を
は
じ
め
､

本
州
で
最
も
大
型
の
哺
乳
動
物
で
あ
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ

マ
も
生
息
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
動
物
た
ち
の
生
息
を
支
え
て
い
る
の
は

険
し
い
山
岳
地
形
に
よ
る
人
間
と
の
隔
離
と
､
山
地

帯
の
ク
リ
や
亜
高
山
帯
下
部
ま
で
見
ら
れ
る
ミ
ズ
ナ

ラ
･
フ
ナ
と
い
っ
た
植
物
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

と
考
え
ら
れ
る
｡

山
麓
か
ら
山
頂
ま
で
の
標
高
　
(
山
を
横
か
ら
見
た

状
態
)
　
の
違
い
に
よ
る
動
物
の
分
布
に
つ
い
て
は
､

常
設
展
示
　
(
二
階
)
　
の
　
｢
山
地
帯
か
ら
高
山
帯
ま
で

の
生
物
｣
　
の
コ
ー
ナ
ー
に
展
示
し
て
あ
る
の
で
'
こ

こ
で
は
､
上
空
か
ら
見
た
状
態
で
尾
根
筋
と
谷
間
に

ど
ん
な
動
物
が
生
息
し
て
い
る
の
か
を
展
示
す
る
｡

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
に
触
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
∩
)
　
そ
こ
で
触

れ
る
こ
と
が
で
き
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
の
剥
製
を
展

示
す
る
｡
毛
の
質
､
生
え
方
へ
　
密
度
を
実
際
に
触
り
､

高
山
で
も
生
活
で
き
る
秘
密
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た

_
>

チ
ョ
ウ
類
の
生
息
も
前
記
の
動
物
た
ち
と
同
じ
-

植
物
の
分
布
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
｡
こ
れ
は
蝶
の

幼
虫
の
餌
と
な
る
食
草
の
有
無
と
植
生
環
域
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
っ

ま
た
､
蝶
類
は
変
温
動
物
で
あ
る
の
で
気
候
要
因

も
大
き
く
関
与
し
て
く
る
｡
た
と
え
食
草
が
あ
っ
て

も
高
山
蝶
が
鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
な
ど
山
頂
部
の

冷
涼
な
気
候
で
し
か
生
息
で
き
な
い
こ
と
や
､
南
方

の
島
々
に
い
る
色
鮮
や
か
な
蝶
が
日
本
の
高
山
で
生

息
し
て
い
な
い
こ
と
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
種
が
生
ま
れ

た
当
時
の
場
所
の
気
候
に
起
因
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
｡

脱
島
槍
ヶ
岳
･
爺
ケ
岳
の
山
地
帯
に
は
ヒ
メ
ギ
フ

チ
ョ
ウ
､
蛸
高
山
帯
ま
で
は
フ
ジ
ミ
ド
リ
シ
ジ
ミ
へ

亜
高
山
帯
よ
り
上
部
に
は
ク
モ
マ
ペ
ニ
ヒ
カ
ゲ
､
高

山
帯
に
･
･
;
タ
カ
ネ
と
カ
ゲ
と
い
っ
た
様
に
分
布
し
て

い
る
｡こ

こ
で
特
筆
す
べ
き
も
の
は
､
ク
モ
マ
ツ
マ
キ
チ

ョ
ウ
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
蝶
は
'
一
九
一
〇
年
七
月
一

八
日
に
中
村
清
太
郎
に
よ
り
爺
ケ
岳
の
西
方
の
棒
小

屋
沢
乗
越
　
(
二
四
六
〇
m
)
　
で
日
本
で
初
め
て
発
見

さ
れ
た
｡
本
種
は
本
州
中
部
地
方
の
山
地
の
み
に
分

布
し
､
三
〇
〇
〇
m
近
-
の
お
花
畑
で
見
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
､
高
山
蝶
の
一
つ
に
も
数
え
ら
れ

て
い
る
｡
し
か
し
､
"
櫨
に
一
〇
〇
〇
m
か
ら
一
五

〇
〇
m
の
山
麓
の
渓
流
沿
い
の
荒
地
に
多
い
｡

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
､
大
町
市
在
住
の
山
崎
一
彦

氏
所
蔵
の
高
山
蝶
の
標
本
と
､
田
淵
行
男
記
念
館
の

協
力
に
よ
り
､
同
館
所
蔵
の
田
淵
行
男
が
描
い
た
ヒ

メ
ギ
フ
チ
ョ
ウ
な
ど
の
彩
色
画
七
点
を
展
示
す
る
｡

《
歴
　
史
》

古
絵
図
に
見
る
山
名
の
変
遷

日
本
の
山
々
の
現
在
の
一
般
呼
称
は
､
明
治
末
か

ら
大
正
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
陸
地
測
量
部
の
五
万

分
の
.
地
形
図
に
記
さ
れ
た
山
名
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
｡
し
か
し
山
に
は
大
概
､
方
角
や
仰
ぐ
姿
､

植
坐
や
歴
史
､
信
仰
な
ど
様
々
な
要
素
を
反
映
し
た

地
方
地
方
の
名
が
あ
る
も
の
で
､
鹿
島
槍
ヶ
岳
･
爺

ケ
岳
も
そ
の
例
外
で
は
な
-
､
大
変
興
味
深
い
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
の
場
合
､
江
戸
時
代
の
加
賀
滋
黒
部

奥
山
廻
り
役
が
､
青
山
の
真
後
ろ
と
い
う
こ
と
で
､

こ
の
ー
山
の
み
を
｢
後
立
山
｣
と
し
た
り
､
朝
夕
立

山
と
こ
の
山
の
影
が
交
互
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
｢
ミ

カ
ゲ
ガ
岳
｣
　
(
御
影
ケ
岳
)
　
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
｡

一
万
億
州
側
に
は
様
々
な
呼
称
が
あ
っ
た
よ
う
だ
｡

春
先
に
現
わ
れ
る
鶴
と
獅
子
の
雪
形
に
因
ん
で
の

｢
鶴
ケ
岳
(
=
嶽
､
以
下
同
様
)
｣
や
｢
獅
子
ケ
岳
｣
 
､

吸
耳
崎
の
姿
ゆ
え
の
　
｢
背
-
ら
べ
｣
 
､
吊
り
尾
根
ゆ

え
の
　
｢
乗
鞍
…
獄
｣
 
､
大
町
組
絵
図
　
(
元
禄
一
一
年
製
へ

当
館
に
も
写
真
を
常
設
展
示
)
　
に
見
る
｢
ケ
ン
ノ
ウ

嶽
｣
な
ど
で
､
｢
鹿
島
槍
ヶ
岳
｣
と
い
う
呼
称
も
鹿

島
集
落
の
氏
子
が
祀
る
鹿
島
神
社
に
因
ん
だ
.
地
方

名
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡

｢
爺
ケ
岳
｣
　
の
名
は
信
州
側
で
見
え
る
種
ま
き
爺

さ
ん
の
雪
形
に
出
来
す
る
こ
と
で
有
名
だ
が
､
大
町

組
絵
図
に
は
｢
コ
ロ
グ
嶽
｣
と
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
五

六
岳
｣
　
の
意
で
'
三
つ
の
峰
の
う
ち
北
嶋
を
五
岳
､

中
央
峰
を
六
岳
､
南
峰
を
爺
ケ
岳
と
呼
ん
で
い
た
か

ら
だ
と
い
う
｡
だ
と
す
る
と
布
引
山
が
｢
四
岳
｣
 
'

鹿
島
槍
ヶ
岳
が
　
｢
三
岳
｣
　
-
･
･
 
'
岩
小
屋
沢
岳
が

｢
七
岳
｣
-
‥
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ

た
の
か
､
番
号
は
誰
が
何
の
目
的
で
付
け
た
の
か
な

ど
､
興
味
深
い
｡
大
町
に
残
る
安
政
年
間
以
前
に
描

か
れ
た
別
の
絵
図
　
(
伊
藤
憲
泰
氏
蔵
)
　
に
は
､
北
峰

が
｢
ケ
シ
ョ
ウ
嶽
｣
 
､
中
央
峰
が
｢
ゴ
ロ
ク
嶽
｣
 
､
南

峰
が
｢
祖
父
ケ
嶽
｣
と
記
さ
れ
て
も
い
る
｡

な
お
越
中
で
は
江
戸
期
､
｢
梅
山
｣
 
､
｢
栂
谷
峯
｣

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
絵
図
の
記
載
で
明
ら

か
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
非
常
に
個
性
的
な
｢
奥
山
廻
り

絵
図
｣
　
(
富
山
県
立
図
書
館
蔵
)
　
を
中
心
に
伊
藤
家

の
絵
図
な
ど
も
加
え
て
展
開
す
る
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
と
鹿
島
集
落

カ
ク
ネ
里
-
-
｡
こ
の
独
得
の
響
き
を
持
つ
谷
の

地
名
を
､
平
家
落
人
伝
説
に
お
け
る
｢
隠
れ
里
｣
　
の

意
と
と
も
に
知
る
人
は
多
い
｡

鹿
島
集
落
は
鹿
島
川
流
域
最
奥
の
集
落
で
あ
り
､

源
氏
の
追
っ
手
を
逃
れ
カ
ク
ネ
里
に
暮
ら
し
た
平
氏

が
や
が
て
下
り
住
ん
だ
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

集
落
は
古
来
よ
り
.
‥
戸
を
保
っ
て
い
る
｡

脱
島
の
人
々
が
配
る
神
社
が
､
集
落
か
ら
五
百

メ
ー
ト
ル
上
流
に
あ
る
鹿
島
神
社
で
あ
る
｡

｢
当
神
社
の
創
立
は
不
詳
で
あ
る
が
､
口
伝
に
よ

る
と
､
大
同
二
年
(
八
〇
七
)
　
｢
た
ひ
ら
川
｣
　
(
現
在

の
鹿
鴨
川
)
　
が
氾
濫
し
､
里
人
が
天
地
の
保
護
神
と

園
田
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大　　　T

館.
初

高
書
｢悼ど山

し
て
､
常
陸
同
胞
嶋
神
宮
の
分
嘉
を
奉
じ
て
勧
請
し
､

あ
わ
せ
て
神
宮
に
型
ど
り
､
丑
寅
に
息
柄
神
社
､
辰

巳
の
方
角
に
鹿
嶋
神
社
を
肥
っ
た
｡
鹿
鴫
袖
の
紬
徳

が
広
大
で
あ
る
た
め
'
里
人
は
集
落
を
鹿
嶋
と
称
し
､

た
ひ
ら
川
を
庖
鴨
川
､
鶴
ケ
畠
を
鹿
鴫
槍
ケ
高
と
改

称
し
た
｡
(
中
略
)

弘
化
囲
年
　
二
八
晒
し
)
　
旧
三
月
二
回
日
県
内
外

に
大
地
震
が
あ
り
､
各
地
に
大
災
害
が
あ
っ
た
が
､

当
神
村
氏
子
直
域
に
は
少
し
も
災
害
な
-
､
平
前
で

あ
っ
た
､
神
徳
の
偉
大
な
こ
と
が
旗
現
さ
れ
､
参
拝

者
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
　
大
正
巳
年
-
.
月
の

大
町
地
震
の
と
き
も
当
神
社
氏
子
は
平
素
と
変
わ
ら

ず
､
そ
れ
に
よ
り
ー
般
崇
敬
者
の
参
拝
も
多
-
､
地

方
参
講
社
を
設
け
'
神
徳
般
謝
の
誠
を
効
し
て
い

る
｣
　
(
I
.
大
北
地
方
の
神
社
と
文
化
I
 
l
九
九
二

人
北
神
祖
誌
編
纂
委
員
会
編
よ
-
)

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
､
鹿
島
の
山
と
集
落
の
関
係
を

写
真
を
中
心
に
解
説
す
る

登
行
帳
と
鹿
島
山
荘

昭
和
五
年
二
一
月
､
立
教
大
の
堀
田
称
.
ら
が
'

厳
冬
期
初
登
頂
を
果
た
し
､
先
鋭
な
大
学
､
高
専
山

岳
部
の
注
目
を
集
め
　
｢
鹿
島
槍
の
北
壁
､
奥
壁
時

代
｣
と
呼
ば
れ
る
雪
と
岩
の
開
拍
期
を
迎
え
た
｡

｢
鹿
島
槍
へ
は
大
町
か
ら
傾
斜
の
緩
い
平
坦
な
道

を
亦
い
て
十
二
キ
ロ
｡
十
.
軒
の
農
家
が
ひ
っ
そ
り

左
l
-
1

と
住
ま
う
鹿
島
集
落
を
根
拠
地
に
し
て
登
ら
れ
た
｡

こ
こ
の
狩
野
久
太
郎
､
治
者
衛
(
き
-
の
夫
人
)
　
親

子
の
家
が
宿
と
な
り
､
立
ち
寄
る
人
た
ち
は
'
温
か

く
迎
え
ら
れ
て
ゆ
き
届
い
た
親
切
を
う
け
た
｡

昭
和
五
年
､
大
町
の
名
案
内
者
桜
井
-
雄
は
狩
野

家
に
､
記
念
帳
を
備
え
る
こ
と
を
勧
め
､
登
山
記
念

帳
U
登
高
上
　
が
生
ま
れ
た
｡

最
初
の
記
帳
者
は
後
日
､
日
本
初
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠

征
で
ナ
ン
ダ
･
コ
ッ
ト
　
(
六
八
L
ハ
七
米
)
　
の
初
登
頂

の
快
挙
を
果
た
し
た
立
教
大
隊
長
･
堀
田
称
.
で
あ

る
　
以
来
記
念
帳
に
は
'
錆
錆
た
る
登
山
家
が
名
前

を
連
ね
､
深
い
思
い
を
寄
せ
て
お
り
､
わ
が
国
登
山

史
上
貴
重
な
も
の
と
な
っ
た
∵
　
(
｢
鹿
島
･
狩
野
家

U
.
*
書
聖
　
の
人
達
｣
　
丸
山
彰
.
九
九
二
　
U
.
山

と
博
物
館
』
　
よ
り
)

登
山
家
に
｢
鹿
島
の
お
ば
ば
｣
と
親
し
ま
れ
､
慕

方

の

)

わ
れ
た
狩
野
き
く
の
さ
ん
と
､
登
高
帳
数
冊
　
(
狩
野

家
寄
託
)
　
は
常
設
展
で
紹
介
し
て
い
る
が
､
さ
ら
に

こ
の
企
画
展
で
は
､
初
期
の
重
要
な
頁
を
実
物
で
紹

介
す
る
ほ
か
'
昭
和
六
年
か
ら
二
〇
年
ま
で
の
仝
冊

の
コ
ピ
ー
を
自
由
に
ご
覧
い
た
だ
け
る
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
の
雪
と
岩
の
開
拓
史

地
鳥
槍
に
は
す
っ
き
り
と
し
た
岩
場
が
少
な
い
こ

こ

)

+

■

_

J

と

も

あ

り

､

バ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

ル

ー

ト

の

鷺

馨

は

厳

冬
期
か
ら
残
雪
期
に
人
気
が
集
中
し
て
い
る
｡
厳
冬

期
に
は
､
ア
ン
サ
ウ
ン
ド
　
(
不
安
定
)
　
な
岸
壁
と
急驚囲

峻
な
草
付
き
と
薮
の
斜
面
が
"
変
し
､
ヒ
マ
ラ
ヤ
裳

に
縫
わ
れ
た
雪
壁
'
壮
絶
な
大
水
環
へ
と
魅
力
的
に

変
貌
す
る
か
ら
で
も
あ
る
｡

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
の
開
拓
は
'
大
正
.
五

年
に
爺
ケ
岳
東
尾
根
か
ら
積
雪
期
に
初
登
頂
さ
れ
て

以
来
､
稲
雪
朋
だ
け
見
て
も
昭
和
八
年
に
天
狗
尾
根
､

"
年
に
北
壁
主
桟
､
　
二
年
光
沢
北
極
､
.
四
年

北
壁
右
ル
ン
ゼ
､
.
六
年
荒
沢
南
榎
と
続
き
'
蕪
雪

朋
に
お
い
て
は
昭
和
六
年
に
北
壁
主
稜
､
.
〇
年
正

面
尾
根
･
洞
窟
尾
根
･
岩
沢
北
稜
･
南
榎
､

中
央
ル
ン
ゼ
と
い
う
よ
う
に
'
庇
島
給
ケ
畠
で
は
昭

和
初
糊
に
急
速
に
ア
ル
ビ
二
ズ
ム
が
進
壊
し
た
一

残
さ
れ
た
厳
冬
期
の
難
ル
ー
ト
､
北
儒
中
央
ル
ン

ゼ
･
五
両
ル
ン
ゼ
が
昭
和
三
八
年
に
'
荒
沢
喚
壁
ダ

イ
レ
ク
ト
ル
ン
ゼ
も
昭
和
五
回
年
に
登
ら
れ
､
古
典

的
ル
ー
ト
の
初
登
拳
争
い
は
こ
こ
に
終
了
し
た
の
で

あ
る
｡

こ

の

コ

ー

ナ

ー

で

は

､

バ

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

ル

ー

ト

を
概
説
す
る
と
と
も
に
､
い
-
つ
か
の
初
萱
馨
の
記

録
を
､
写
真
や
硬
用
装
備
で
紹
介
す
る
｡

山
小
屋
の
歴
史

こ
こ
で
は
､
冷
池
山
荘
､
種
池
山
荘
の
歴
史
を
写

真
で
絞
る
｡

こ
の
他
､
各
地
か
ら
損
影
し
た
鹿
島
槍
ヶ
岳
､
爺

ヶ
寓
を
写
真
で
紹
介
す
る
　
｢
イ
キ
な
横
顔
｣
　
の
コ
ー

ナ
ー
や
､
鹿
島
檎
ケ
店
の
鶴
と
獅
子
､
爺
ケ
畠
の
種

ま
き
爺
さ
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