
　

成
田
山
不
動
寺
ま
で
登
っ
て
、
そ
の

境
内
か
ら
眺
め
る
響
灘
の
海
と
三
里
松

原
を
俯ふ

か
ん瞰
す
る
景
観
は
、
ま
さ
に
天
下

一
品
で
あ
る
。
弓
な
り
に
大
き
く
曲

が
っ
た
海
岸
線
の
内

う
ち
ぶ
と
こ
ろ
懐
に
、
青
々
と
し

た
松
林
が
続
く
様
は
、
ま
さ
に
一
幅
の

絵
を
眺
め
る
よ
う
な
画
趣
が
あ
る
。

　

こ
の
松
原
は
、
以
前
は
わ
ず
か
な
雑

木
し
か
な
い
砂
山
だ
っ
た
の
で
、
暴
風

雨
が
荒
れ
る
と
、
海
か
ら
の
潮
風
が
内

陸
部
に
吹
き
込
み
、
田た

ん
ぼ圃

や
畑
の
作
物

農
民
二
千
三
百
人
を
動
員
し
た

三
里
松
原
の
松
植
え
立
て岡

垣
歴
史
文
化
研
究
会　
石
井　
邦
一

を
痛
め
、
そ
の
損
耗
に
人
び
と
は
い
つ

も
泣
か
さ
れ
て
き
た
。

　
慶
長
５（
１
６
０
０
）年
９
月
の
関
ヶ

原
合
戦
の
あ
と
、
そ
れ
ま
で
筑
前
領
主

だ
っ
た
小
早
川
秀
秋
に
代
わ
っ
て
黒
田

長
政
が
豊
前
か
ら
転
封
し
、
12
月
に
筑

前
名
島
城
に
入
っ
た
。
こ
の
後
、
長
政

は
警
固
村
福
崎
に
築
城
し
、
こ
の
地
を

自
分
の
出
身
地
で
あ
る
備
前
国
邑お

く久
郡

福
岡
に
因
ん
で
、
福
岡
と
改
め
た
。

　

さ
ら
に
、
藩
政
を
確
立
す
る
最
初
の

課
題
の
一
つ
が
潮
害
対
策
だ
っ
た
。

　
慶
長
15（
１
６
１
０
）年
に
生

い
き
の

松
原
の

松
植
え
立
て
を
手
始
め
に
、
明
暦
か
ら

寛
文
・
延
宝（
１
６
５
５
～
１
６
８
１

年
）に
か
け
、
遠
賀
郡
域
の
浜
山
に
松

植
え
立
て
を
す
す
め
、
享
保
４（
１
７

１
９
）年
に
は
30
万
４
千
５
８
０
坪
の

範
囲
に
及
ん
だ
。
し
か
し
植
え
終
わ
っ

た
松
も
、
手
入
れ
が
不
十
分
で
松
が
枯

れ
た
り
、
盗
伐
さ
れ
て
薪た

き
ぎ
に
さ
れ
る
な

ど
で
荒
廃
し
た
。
そ
の
た
め
奉
行
所
は
、

松
を「
伐か

り
あ
ら
し荒

候
者
可
為
重じ

ゅ
う
か科

事
」と
触
れ

を
出
し
、
そ
の
処
罰
は「
枝
一
本
指
一

本
、
木
一
本
腕
一
本
」と
言
わ
れ
た
。

　

本
格
的
な
松
植
え
立
て
事
業
は
、
濱

山
植
立
奉
行
を
任
命
し
て
宝
暦
２（
１

７
５
２
）年
か
ら
同
８
年
ま
で
７
年
間

を
か
け
着
手
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
植

え
立
て
範
囲
は
、
以
前
に
植
え
た
松
が

枯
渇
し
た
場
所
の
再
植
え
立
て
を
含
め
、

芦
屋
・
黒
山
・
糠
塚
・
松
原
の
４
ヶ
村

の
村
域
１
万
７
５
７
坪
に
及
ん
だ
。

　
植
立
仕
法
は
、
一
坪
に
２
尺（
約
60
・

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）以
上
の
松
苗
を

一
本
植
え
て
、
苗
木
の
２
尺
四
方
に
根

芝
を
打
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
宝
暦
10（
１

７
６
０
）年
に
は
、
さ
ら
に
植
え
立
て

が
追
加
さ
れ
、
遠
賀
郡
中
か
ら
２
千
３

０
０
人
の
農
民
が
動
員
さ
れ
た
。
現
在

見
ら
れ
る
三
里
松
原
が
仕
上
が
っ
た
の

は
、
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　

松
苗
の
植
え
立
て
事
業
が
終
わ
っ
た

と
き
、
福
岡
藩
は
植
林
し
た
松
の
管
理

を
委
ね
る
た
め
、
浜
山
才
判
請
持
の
役

職
を
設
け
た
。
こ
れ
に
岡
垣
の
村
庄
屋

の
中
か
ら
糠
塚
村
庄
屋
の
正
作
が
選
任

さ
れ
た
。
そ
の
子
の
市
郎
の
代
ま
で
、

村
庄
屋
を
兼
ね
て
松
原
の
管
理
・
監
督

に
当
た
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
三
里
松
原
が
仕
上
が
っ
た
の

は
こ
の
と
き
で
あ
る
が
、
当
時
は「
岡

ノ
松
原
」と
呼
称
さ
れ
て
い
た
。

　

松
苗
を
植
え
立
て
た
浜
山
は
、
所
属

す
る
村
ご
と
に
羊し

だ歯
垣
仕し

と
と
の
え調（
シ
ダ
で

垣
根
を
設
け
苗
を
保
護
す
る
）が
行
わ

れ
、
松
苗
が
枯
れ
た
り
未
熟
な
場
合
は
、

受
け
持
ち
に
な
っ
た
村
が
責
任
を
も
っ

て
手
入
れ
し
た
。

　

当
時
、
こ
う
し
た
地
方
普
請（
土
木

工
事
）は
農
閑
期
に
農
閑
夫
役(

農
閑
期

に
課
せ
ら
れ
る
公
共
の
仕
事
の
労
役
）

で
あ
る
が
、
こ
の
松
植
え
立
て
と
管
理

は
農
繁
期
と
農
閑
期
を
問
わ
ず
要
請
さ

れ
る
の
で
、
こ
れ
を
担
当
す
る
農
民
の

苦
労
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
。

　

伊
藤
常
足
が
編
纂
し
た「
太
宰
管
内

志
」に
は
、「
葦
屋
ノ
浦
よ
り
西
ノ
内
浦

ま
で
三
里
の
間
海
浜
に
松
原
打
続
き
て

め
づ
ら
し
き
処
な
り
。
此
松
原
を
岡
ノ

松
原
と
云
」と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
松
原
の
名
称
の
点
で
は
、
神
功

皇
后
伝
承
で
は「
垣
崎
松
原
」、
近
世
に

は「
岡
松
原
」と
云
い
、
現
在
で
は「
三

里
松
原
」と
変
化
し
て
い
る
。

▲成田山不動寺から見渡す三里松原
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