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「
松
島
の
景
す
ゞ
ろ
に
み
ま
ほ
し
く
」。『
陸
奥
日
記
』
上
巻
冒
頭
の
こ
の
一

言
が
、
小
津
久
足
の
東
北
（
奥
羽
）
行
脚
の
動
機
を
端
的
に
表
し
て
い
よ
う
。

わ
け
も
な
く
松
島
の
景
色
が
み
た
く
な
っ
た
と
い
う
出
立
の
シ
ー
ン
は
、「
松

島
の
月
先
づ
心
に
か
ゝ
り
て
」
草
庵
を
出
た
松
尾
芭
蕉
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の

旅
立
ち
の
場
面
を
も
連
想
さ
せ
る
。

　

松
島
は
、
江
戸
時
代
前
半
の
一
七
世
紀
に
は
日
本
三
景
（「
三
処
奇
観
」）
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て
お
り
、
東
北
を
代
表
す
る
、
全
国
的
に
知
ら
れ
た
名
所
で

あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
松
島
へ
の
旅
の
記
録
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
を
分
析
す
る
と
、
旅
の
行
程
は
、
①
松
島
往
復
型　

②
東
北
周
回

型　

③
北
海
道
往
復
型　

④
江
戸
・
上
方
旅
行
型　

⑤
そ
の
他
の
お
よ
そ
五
パ

タ
ー
ン
に
分
類
で
き
る
。
①
は
そ
の
名
の
通
り
松
島
来
訪
を
主
目
的
と
し
、
松

島
も
し
く
は
金
華
山
を
終
点
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
帰
路
に
つ
く
行
程
で
あ
る
。
②

は
松
島
、
お
よ
び
松
島
と
並
ぶ
東
北
の
名
所
で
あ
っ
た
平
泉
も
し
く
は
出
羽
三

山
を
め
ぐ
り
、
東
北
を
周
回
す
る
行
程
、
③
は
公
務
等
で
北
海
道
（
蝦
夷
地
）

に
渡
航
す
る
途
中
に
松
島
に
立
ち
寄
る
行
程
、
④
は
東
北
地
方
を
出
立
し
、
江

戸
見
物
や
伊
勢
参
宮
の
途
中
で
松
島
に
立
ち
寄
る
行
程
で
あ
り
、
⑤
は
松
島
か

ら
三
陸
沿
岸
を
た
ど
る
行
程
な
ど
が
該
当
す
る
。『
陸
奥
日
記
』
の
行
程
は
①

に
当
て
は
ま
り
、
久
足
の
松
島
へ
の
憧
憬
と
年
来
の
宿
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う（

１
）。

松
島
往
復
型
の
旅
は
、
儒
学
者
・
細
井
平
洲
（『
お
し
ま
の
と
ま
や
』）
や

若
か
り
し
頃
の
伊
能
忠
敬
（『
奥
州
紀
行
』）
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
旅
は
、『
陸

奥
日
記
』
の
よ
う
な
紀
行
文
（
時
に
和
歌
を
盛
り
込
み
な
が
ら
旅
先
の
詳
し
い

状
況
、
故
事
、
著
者
の
感
懐
を
綴
っ
た
自
己
表
現
の
旅
の
記
録
）
を
著
す
知
識

人
の
旅
に
多
く
み
ら
れ
る
一
方
、
道
中
日
記
（
簡
潔
で
客
観
性
の
強
い
旅
の
記

録
）
を
著
す
庶
民
の
旅
に
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
自
然
景
観
や
松
尾
芭
蕉

の
足
跡
の
み
な
ら
ず
、
歌
枕
や
霊
場
と
い
っ
た
古
代
以
来
の
風
景
が
積
層
し
た

松
島
は
、
学
者
・
歌
人
・
僧
侶
と
い
っ
た
雅
文
芸
を
享
受
す
る
人
々
に
と
っ
て

ま
さ
に
旅
の
聖
地
で
あ
っ
た
。

　
『
陸
奥
日
記
』
の
内
容
的
特
徴
と
史
料
的
価
値
は
、
久
足
の
幅
広
い
学
問
に

裏
打
ち
さ
れ
た
教
養
と
、
日
常
の
営
み
で
あ
る
商
い
や
非
日
常
の
旅
と
い
っ

た
豊
か
な
人
生
経
験
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
卓
越
し
た
観
察
眼
、
そ
し
て
あ
る
が

ま
ま
の
感
情
の
発
露
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う（

２
）。

そ
の
久
足
が
旅
先
の
事
物
を

評
価
す
る
際
に
持
ち
出
し
た
の
が
、「
俗
」
と
い
う
指
標
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

仙
台
で
は
藩
主
伊
達
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
大
年
寺
な
ど
「
め
で
た
き
つ
く
り
ざ

　
［
解
説
］

　
　
　
　

『
陸
奥
日
記
』
の
東
北
旅
行
史
的
特
徴　
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ま
な
る
寺
社
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
「
俗
人
」
の
喜
ぶ
所
で
、
自
分
の
心
に

は
か
な
わ
な
い
た
め
訪
問
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
松
島

に
関
し
て
は
、「
甚
寂
莫
た
る
地
に
し
て
、
俗
気
な
し
。
よ
に
名
だ
か
き
と
こ

ろ
な
れ
ば
、
さ
ぞ
俗
気
あ
ら
ん
、
と
か
ね
て
お
も
ひ
し
に
た
が
ひ
て
、
い
と
心

に
か
な
へ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
、
静
寂
で
「
俗
気
」
が
な
く
、
想
像
と
異
な
り

と
て
も
心
に
か
な
う
場
所
で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
高
所
か
ら
松
島
を
一
望
で
き
る
富
山
の
大
仰
寺
に
登
っ
た
際
に
は
、

次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

絶
景
と
よ
に
い
ふ
景
の
、
俗
に
ち
か
き
た
ぐ
ひ
に
あ
ら
ず
、
真
の
絶
景

と
は
、
こ
れ
ら
を
や
い
ふ
べ
き
…
こ
の
山
は
幽
邃
に
て
、
美
景
な
れ
ば

十
分
と
い
ふ
べ
く
、
都
と
ほ
き
僻
地
の
景
は
、
お
ほ
か
た
す
ご
く
き
び

し
き
も
の
な
る
に
、
い
と
を
だ
や
か
に
、
花
や
か
に
し
て
、
都
ち
か
き

山
の
さ
ま
と
も
い
ふ
べ
き
趣
あ
り

松
島
の
眺
望
は
僻
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
険
阻
で
は
な
く
、
穏
や
か

さ
と
華
や
か
さ
を
備
え
、
都
に
近
い
自
然
景
の
風
情
も
あ
る
が
、
決
し
て
「
俗
」

に
は
染
ま
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
「
真
の
絶
景
」
で
あ
る
と
、
久
足
は
最

大
級
の
賛
辞
を
松
島
に
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
山
中
の
参
道
を
登
っ
て
寺
の
書
院

に
辿
り
着
き
、
眼
前
の
眺
望
が
一
気
に
開
け
た
そ
の
時
、
押
し
寄
せ
て
き
た
高

揚
感
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

忌
み
嫌
う
「
俗
」
な
場
所
、
す
な
わ
ち
過
度
に
繁
華
で
あ
っ
た
り
、
大
衆

的
な
営
み
が
み
ら
れ
る
場
所
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
僻
地
に
あ
り
が
ち
な

荒
々
し
さ
が
全
面
に
出
る
こ
と
も
な
く
、
美
麗
で
気
品
の
あ
る
自
然
景
を
備
え

た
場
所
。
久
足
に
と
っ
て
、
松
島
は
風
景
・
雰
囲
気
に
お
い
て
絶
妙
な
バ
ラ
ン

ス
を
保
っ
た
理
想
郷
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
い
わ
ゆ
る
白
河
以
北
の
東
北
に
対
す
る
江
戸
時
代
人
の
認
識
が
読
み

取
れ
る
点
も
ま
た
、『
陸
奥
日
記
』の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
未
知
な
る
異
界
・

異
境
と
し
て
の
東
北
認
識
で
あ
り
、「
は
る
け
き
陸
奥
」
と
い
う
上
巻
冒
頭
の

表
現
に
す
で
に
滲
ん
で
い
る
が
、
帰
路
白
河
に
至
り
、「
は
じ
め
て
辺
鄙
を
は

な
れ
た
る
こ
ゝ
ち
」
が
し
た
久
足
が
、
旅
を
振
り
返
っ
て
綴
っ
た
次
の
一
文
に

は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。

す
べ
て
国
風
、
東
夷
の
な
ご
り
あ
り
て
、
人
に
か
た
る
と
も
、
そ
の
境

を
み
ず
し
て
は
、
ま
こ
と
ゝ
す
ま
じ
き
こ
と
ゞ
も
お
ほ
し

　
「
夷
」
と
は
、
未
開
の
異
民
族
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
国
風
」
に
「
東
夷
の

な
ご
り
」
が
あ
る
と
は
、
古
代
の
東
北
に
暮
ら
し
、「
蝦
夷
」
と
呼
ば
れ
異
端

視
さ
れ
て
い
た
人
々
の
慣
習
や
風
土
が
こ
の
地
方
に
残
存
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
久
足
は
、
実
際
に
現
地
を
歩
い
て
そ
れ
を
体
感
し
た
と
強
調
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
東
北
認
識
は
、
江
戸
幕
府
の
巡
見
使
に
随
行
し
て
東
北
・
北
海
道

を
め
ぐ
っ
た
古
川
古
松
軒
の
『
東
遊
雑
記
』（
天
明
八
年
〈
一
七
八
八
〉）
な
ど

に
も
露
骨
に
表
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
あ
る
程
度
一
般
化
し
た
認
識
で

あ
っ
た（

３
）。

久
足
自
身
は
、
東
北
を
未
開
性
や
野
蛮
さ
で
塗
り
固
め
て
は
お
ら

ず
、
む
し
ろ
旅
先
ご
と
に
異
な
る
東
北
各
地
の
地
域
性
を
子
細
に
描
写
し
、
僻

地
や
辺
鄙
な
場
所
に
は
好
感
を
抱
い
て
さ
え
い
る
。
だ
が
、
久
足
ほ
ど
の
教
養

人
に
あ
っ
て
も
、（
あ
る
い
は
だ
か
ら
こ
そ
な
の
か
）
根
底
に
境
界
や
民
族
に
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対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
を
潜
伏
さ
せ
て
い
た
点
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
約
一
二
万
字
に
お
よ
ぶ
明
快
で
細
や
か
な
記
述
で
東
北
の
実
情
を
書
き

尽
く
し
た
『
陸
奥
日
記
』
は
、
旅
行
史
上
の
金
字
塔
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
江

戸
時
代
の
東
北
地
域
史
、
さ
ら
に
は
江
戸
時
代
人
の
精
神
史
を
探
る
上
で
の
バ

イ
ブ
ル
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

注

（
１
）
近
世
の
松
島
旅
行
の
具
体
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
世
旅
行
史
の
研
究
―
信　

　

仰
・
観
光
の
旅
と
旅
先
地
域
・
温
泉
―
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
２
）『
陸
奥
日
記
』
の
内
容
上
の
諸
特
徴
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
菱
岡
憲
司
『
小
津
久
足
の　

　

文
事
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
）
第
三
部
第
五
章
「『
陸
奥
日
記
』」
を
参
照
。

（
３
）
東
北
に
対
す
る
後
進
・
未
開
・
異
境
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
河
西
英

　

通
『
東
北
―
つ
く
ら
れ
た
異
境
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照
。




