
磯
馴

(
そ
な
れ
)
松
、
懸
崖

松
、
見
越

の
松

な

ど

と
、
古
来

わ
が
国
民
に
好
か
れ
る
風
雅

な
松

の

姿

は
、

そ

の
実
は
風

の
強

い
島
国
、

日
本
で
、
常

時
吹
き
す
さ
む
季
節
常

風
に
日
夜
さ

い
な
ま
れ
て

し
か
も
松

の
立
地
環
境

適
応
性

(
ア
ダ
プ

タ
ビ
リ

テ

ィ
)

で
耐
え

ぬ
い
た
「
忍
苦

の
姿
態
」
で
あ

る
。

わ
が
国

の
風
佳
観
人
情
で
は
、
そ
れ
を
生
花
、

盆
栽
、
造
園
技
術

上
に

ま

で

発

展

さ
せ
、
天
地

人
、
大
中
小

と
不
等
辺
三
角
形
観

を
基
調

と
し
、

絵
画

、舞
踊

な
ど
の
芸
術
上
ま
で
、非

シ
ソ
メ
ト
リ

ー
基
調

が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う

な

気

さ

え

す

る
。

だ
が
、

生
き
て

い
る
自
然
植
物
魂

と
人
情

と

に
は
、

こ
こ
に

「
ず
れ
」
が
は
じ
ま

る

の

で

あ

る
。
ま
ず
実
例
を
援
用
し
よ
う
。

e

女
夫

(み

ょ
う
と
)
松
観
の

ず
れ
ち
が
い

関

の
五
本
松

は
見

て
い
な

い
が
、
昔

か
ら
自
然

に
寄
り
添
う

て
育

つ
大
小
双
幹

の
松
を
女
夫
松
と

呼

び
、
雄
松

は
大
幹
が
亭

々
と
し
て
そ
び
え
、
雌

植

物

愛

と

人

情

の

ず

れ

松

は
ほ

っ
そ
り
と
寄

り
添

う
て
育

つ
風
情

に
、
女

夫
情
趣
を
感
ず
る

の
は
古
来

の
民
情
で
あ
る
。

だ
が
、
事
実

は
ま

っ
た
く

の
無
情

で
、
本
能

だ

け
の
植
物
社
会
で
は
、
実
は
と
ん
で
も
な

い
こ
と

で
あ
る
。
当
初

は
大
地

に
二
粒

の
種
子
が
並
ん
で

根
を
お
ろ
す
と
、
早
速
時
と
と
も
に
そ

の
根
が
双

方

か
ら
地
中

で
勢
力
を
張
り
あ

い
、
水
分
な
り
養

分
な
り

の
独
占
競
争
が

は
じ
ま
り
、
本
能

の
み
の

植
物

の
社
会
相

は
た
だ
深
刻
そ

の
も
の
で
あ
る
。

結
局

に
お

い
て
近
接
す

る
二
本
分

の
根

は
、
肥
大

拡
勢

の
結
果
、
地
中

で
自
然
癒
着

(
ゆ
ち
ゃ
く
)

合
体
す
る
。
場
合

に
よ

っ
て
は
、
双
幹

の
根
元
が

合
体
し

て

一
株
二
本
立

ち
、
真

の
夫
婦
松
が

で
き

て
、

「
骨
が
な
か

っ
た
ら

一
つ
に
な
り

た
い
」
な

ど
人
間

の
睦
言
そ
の
ま
ま
の
形

と
な
る
。

「
あ
あ
そ
れ
な
の
に
」
事
実

は
太
幹

の
夫
松
君

は
、
抱

い
て
い
る
女
松

の
根
か
ら
吸

い
あ
げ

る
養

液

の
大
部
分
を
搾
取
横
領
し
て
ま
す

ま

す

肥

大

し
、

女
松

の
ほ
う

は
ほ
ん

の
お
残
り
養
分
を
も
ら

っ
て
、
細

々
な

よ
な

よ
と
育

っ
て

い

る

の

で

あ

林

る
。

こ
の
人
情
ず

れ
話
が
、

こ
の
自
然
保
護
誌
に

本
稿

を
書
く
わ
が
志
向

で
あ

る
。

口

草
木
は
地
球
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の

郷
土
に
の
み
よ
く
栄
え
る

南

洋
に
は
ヤ
シ
、
九
州

に
は
ク

ス
ノ
キ
、
北
海

道

に
は

エ
ゾ

マ
ツ
な
ど
と
、
地
球
上

そ
れ
ぞ
れ
独

得

の
気
候
風
土

に
適
応
し
た
草
木
種

で
あ

る
こ
と

は
誰

で
も
知

っ
て
い
る
が
、

毎
年
、
北
海
道

の
リ

リ
ー
の
根

つ
き

の
花
株
を
九
州
に
贈

る
人

は
た
く

さ

ん
あ

る
よ
う
だ
。

こ
れ
は
特
別

に
品
種
改
良
を

や
ら
ね
ば
無
理
で
あ

る
。
現

に
こ
の
筆
者

が
老
友

に
頼
ま
れ
て
、
神
戸
六
甲
山

の
別

荘

に
本
道

の
白

樺
寄
贈
を
無
理
し
た
が
、
間
も
な
く

ハ
ソ
ノ
キ
の

よ
う
な
青

ハ
ダ

に
変
化
し

「
樹
種
ま
ち
が

い
」

の

苦
情
を
食

っ
た

こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
と
似

た
話
、
そ
れ
は

一
昨
年
、
各

府

県
の
代
表
木
が
公
選
さ
れ

る
と
、

こ
れ
ら
を
東

京
皇

居
外

に
全
国
産
木
寄

せ
植
え

の
公
行
事
が
す

ら
す
ら
と
成
立
し
た
が
、

こ
れ

に
も
無
理
が
包
蔵

常

夫

さ
れ
る
。

も

っ
と
も
筆
者
は
、
大
正
初
め
頃
明
治

神
宮
神
園
創
作

の
際

に
、
全
国

か
ら
の
献
木
行
事

に
北
海
道

か
ら
も
参
加
し
た
か
ら
、
今

日
は
東
京

地
方
適
木

の
み
が
栄
え
て

い
よ
う
。
本
道
産

の
ナ

ナ
ヵ

マ
ド
の
紅
葉
美
も
、
東
京

に
移
す
と

一
般
紅

葉
季
前

に
腐
葉

(
わ
く
ら
ば
)

と
な
る
。

同

一
樹
種

で
も
、
温
暖
多
雨
、
肥
沃
な
産
地
、

吉
野
杉

苗
を
秋
田
に
移
し
植
え
る
と
、
最
初

の
十

数
年
間
は

「
金
持
ち
の
若
様
」

の
よ
う
な
吉
野
杉

は
、
な
ら
べ
て
植

え
た
秋
田
の
田
舎
杉
苗
よ
り

は

る
か
に
成
長
が
迅
速
で
あ

る
が
、
そ

の
後

は
後
者

が
グ

ソ
グ

ソ
伸
び
勝

つ
と
聞
く
。
理
由
は
、
寒
冷

苛
酷
な
秋
田
風
土
に
育

つ
た
め
に
は
秋
田
杉

は
、

は
じ

め
の
う
ち
は
せ

っ
せ
と
地
下
に
根
を
拡
大
強

化
す

る
、
目

に
見
え
ぬ
努
力
を
し
て
お
り
、
結
局

の
勝
利
を
期
し

て
い
る
の
で

「
ま
ず
そ

の
根
底

を

養
う
」

と
い
う
修
身

の
講
話
を
実
行
し

て
い
る
ら

し
い
。
世
間

で
は

「東
北
青
年
は
鈍
重
だ
」
と

の

評

も
聞
く

が
、
寒
帯
地
方

で
は
、
人
も
草
木
も
同

傾
向
の
特
色

を
持
ち
、
そ
れ
が
本
来

の
特
質
長
所
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で
も
あ

り
、
本
道

の
産
業
開
拓

に
は
重
大
な
着

眼

点

で
あ

る
と
思
う
。

と
く

に
高

山
植
物
を
気
軽

に
抜

き
採
り
、
持
ち

帰

っ
て
鉢
植

え
に
な
ど
と
思
う
素

人
の
所
作

は
、

立
地
環
境
、
技
術
を
無
視
し
た
は
な
は
だ
幼
稚
で

悪

い
出
来

心
で
あ

る
。

⇔

日
本
人
本
来
の
高
山
植
物
観

欧
州
内
陸
人

の
祖
先
は
遊
牧
、
狩
猟

の
民
族

で

林
業
、
牧
畜
、
酪
農
、
獣
肉
食
、
同
毛
衣

の
民
風

を
伝
承
し

て
い
る
と

い
わ
れ
る
が
、
わ
が
日
本
民

族

は
農
業

に
よ
る
穀
菜
、
繊
維
衣
と
水
産
業

に
よ

る
魚
肉
食

、
日
本
建
築
用

の

ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
、
松

の
林
業

で
身
を
た
て
る
伝
承
を
持

つ
。

だ
か
ら
島

国
型

の
中
央
の
高
険

な
脊
梨
山
脈
地
帯
と
、
そ

こ

の
自
然
林

と
に
は
縁
遠
く
、

こ
の
境

地
は
む

し
ろ

宗
教
的
に
考
え
、

天
孫
降
臨
と
も
結
び

つ
け

て
、

高
山
岳

森
林

は
神

の
領
域
を
思

い
、

登
山
に
は
六

根
清
浄

を
唱
念

し
、
著
名
山
岳

の
麓

に
は
山

に
ち

な
ん
だ
社
寺

を
建

立
し
、
山
頂
に
は
必
ず
何
様
か

の
石
の
桐

が
祭

っ
て
あ

っ
た
。

し
か
し
こ
の

つ
ぎ
が
大
切
で
、

山
頂

の
高
山
植

物

地
域

は

「
お
花
畑
」
と
よ
び
、
神

の
お
庭
に
な

ぞ
ら
え
た
。
昔

の
光
明
皇
后

の
御
歌

に

「
折
り
と

た

ら
ば
手
ぶ

さ
に
け
が

る
立
て
な
が
ら
、
三
世
の
仏

に
花

た
て
ま

つ
る
」
と
あ
る
の
が
、
花

の
在
場

は

違

っ
て
も
等
し
く
大
和
民
俗
の
自
然
愛
護
の
心
根

で
あ

る
。

以
上
は
も
と
よ
り
古

い
民
風
で
、
今
日

こ
れ
を

持
ち
出
す
の
は
も
ち
ろ
ん
無

理
で
は
あ

る
が
、

高

山
の
自

然
愛
護

は
世
界
的

な
基
本
公
徳
と
な

っ
て

い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
近
代
わ
が
国
の
登
山
者

達

は
、
ま

っ
た
く
反
動
破
戒
的

に
山
を
荒

す
よ
う

な
傾
向
が
強
過
ぎ

る
の
で
あ

る
。

筆
者

は
明
治
四
十

一
年

に
道
任
官
以
来
、
大
正

六
年
ま

で
十
年
間
、
山
林
植
伐
計
画

立

案

技

師

で
、
毎
年
夏
廻
り
半
歳
ず

つ
大
雪
山
を
中

心
に
、

累
計
百
五
十
万

六
千
町
歩

の
原
始
林

を
周
到

に
踏

査
し
た
特
殊
の
履
歴
を
持

つ
。
だ
か
ら
現
在

の
大

雪
山
、
阿
寒
の
二
大
国
立
公
園
の
素
地
中
、
大
雪

山
層
雲
峡
以
奥

の
国
有
林
約

四
万
町
歩

は
交
通
不

便

で
も
あ
り
、

一
括
し
て
明
治

四
十

二
年

に
利
用

林

外

(禁
伐
地
区
)
に
編

入
し
た
の
を

は
じ
め
と

し
て
、
十
勝
各
河
川
水
源

地
、
著
名
大
湖
畔
の
風

致
関
係
原
始
林
地
帯

は
禁
伐
、
制
限
択
伐
な
ど
あ

ら
か
じ
め
風
致
保
持

の
施
業
計
画
を
た
て
て
あ

っ

た
の
で
、
昭
和
七
年
国
立
公
園
正
式

編

入

の

際

は
、
昔

か
ら
編

入
準
備
が

で
き

て
い
た
の
で
あ

っ

た
し
、
か

つ
、

ど
こ
も
交
通
不
便

な

こ
と
と

て
、

こ
の
と
き
ま
で
は
何
ら

の
被
害

も
な
か

っ
た

の
で

あ

る
。

し
か
る
に

一
度
国
立
公
園
に
な
る
と
、
登
山
者

が

ふ
え
る
。

学
老
達
も
珍
奇
な
動
植
物
を
発
見
す

る
。
登
山
者

は
競
う
て
そ
れ
を
採
取
す

る
。
ち

ょ

う
ど
夏
休
み
の
終
わ
り
頃
、
子
供
達

の
す
る
昆
虫

採
集
と
同
じ
型

で
荒

ら
さ
れ
は
じ
め
た
。
国
有
林

だ
か
ら
、
国
費

の
監
視
人
を
特
設
し

て
取
締
り
を

励
行

し
た
ー

こ
の
励
行
が
過
ぎ

て
、
北

大
の
植

物

の
神
様

の
よ
う
な
宮
部
老
博
士

の
研
究
資
料
ま

で
見
と
が
め

「
大
学
の
先
生

で
あ
ろ
う
が
、
何
様

で
も
、
道
法
は
お
守
り
な
さ

い
。

も
と
の
と
こ
ろ

に
植
え
も
ど
せ
」

と
い

っ
た
、

わ
が
親
愛
な

る
山

番

の
た
め
に
、
筆
者

は
大
学
に
釈
明

に
行

っ
た
笑

い
話

さ
え
あ

る
ー

終
戦
後

は

一
層

ひ
ど

い
と
は

思
う
が
、
国
民

の
常
識
教
育

に
期
待
す

る
ほ
か
は

な

い
。

繭

人
情
は
草
木
の
根
を
忘
れ
が
ち

樹
木

で
い
う
と
、
根
部

で
奪

い
合

っ
て
吸

い
あ

げ

る
水
養
液

は
幹
材

の
白
材

(
し
ら
た
)
部
を
登

っ
て
枝

か
ら
葉

へ
行
き
、

こ
こ
で
消
化
し
た
養
液

は
樹
皮
下
を
降

っ
て
年
輪
を

つ
く
り
、

肥
大
成
長

を
す

る
の
で
あ
る
が
、
地
下
根
部

の
水
養
液

の
掠

奪
と
ま
た
梢

頭
で
日
光
を
独
占
し
た
い
と
争
う
欲

望
と
は
、
本
能

の
み
の
争

い
だ
か
ら
実

に
残
酷
を

き
わ
め
て
い
る
。
だ
が
人
情
の
ほ
う

は
地
上

に
現

わ
れ
る
翠
色
、
紅
葉
、
樹
姿
、

四
季
折

々
の
風
情

に
惚
れ

こ
む
が
、
そ

の
根
の
ほ
う

は
ほ
と
ん
ど
忘

れ
去
ら
れ

て
い
る
の
が
普
通

で
あ
る

の
は
非
常
識

で
あ

る
。

し
か
し
ま
た
、
樹
木

の
中

に
は
イ

チ
イ

(
オ

ソ

コ
)

の
よ
う

に
、
競
う
て
伸
び
上
る
木

々
の
日
陰

に
し
ん
ぼ
う
強
く
忍
耐

し
て
、
練
巾

の
よ
う
な
小

巾

の
年
輪
を
形
成
し
て
、
千
年
以
上
も
長
生
き
し

て
上
木

の
衰
退
変
化
を
待

つ
の
も
あ

る
が
、

ま
た

カ

シ
ワ
の
よ
う
に
直
根
、
横
根

を
頑
強

に
地
下

に

張
り

め
ぐ
ら
し
、
地
上
が
伐
ら
れ

よ
う
が
焼

か
れ

よ
う
が
、
根
は
生
き
残

り
株
か
ら
萌
芽

し
て
、

下

手
な

セ
メ
ン
ト
舗
装
く

ら
い
は
つ
き
破

る
活
力
を

持

つ
の
も
あ

る
。

そ
ん
な
頑
強
な
カ

シ
ワ
で
も
、
地
下
の
根
を
道

路
工
事
で
切
断
し
お
わ
れ
ば
、
た
と
え
根
元
に
は

小
柵
を
結

び

「
お
声
が

か
り

の
カ

シ
ワ
」
と
銘
木

標
札

は
建

て
て
も
、
老
大
木
を
永
く
支
え
る
に
は

「

根
不
足
で
あ

る
。

ま
た
、

い
ま

一
つ
札
幌
市

の
北

一
条
通
り

に
、

骸
骨

の
よ
う
な

コ
ブ
だ
ら
け

の
老

ア
カ

シ
ヤ
並
木

が
あ

る
。
あ
れ
は
往
年
は
駅
前
通
り
と
と
も

に
、

札
幌

ア
カ

シ
ヤ
街
と
賞
讃

さ
れ
た
も

の
だ
が
、
最

早

や
根
が
発
育

で
き
ず
、

か

つ
老

い
過
ぎ

て
風
致

並
木
と
し
て
は
不
適
格
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
る

に
伝
聞
す
る
と
、

こ
の
老
衰
木

に
花
を
咲
か
す
と

ス
タ
ミ
ナ
を
浪
費
し
て
、
樹
命
を
縮

め
る
と

い
う

性
衛
生

の
思

い
や
り
で
、
毎
春

に
翌
春

の
た
め
に

用
意

す
る
花
芽
枝
を
毎
秋

に
勇
除
す
る
か
ら
、
花

も
咲
か
ぬ
代
り

に
骸
骨
化
す

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
働

い
て
い
る
人
情

の
ズ

レ
と
思
う
の
は

街
路
樹

は
ど

こ
ま
で
も
そ

の
姿
勢
、
緑
葉
、
花
な

ど
を
賞
す

る
装
飾
木

で
あ
る
か
ら
、
市
内
の
不
適

木

は
随
時
植
え
か
え
て
、
常
時
麗

わ
し
く
す
る
の

が
文
化
的
定
法
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
公
園
そ
の
他

で
巨
樹
、
銘
木
と
し
て
そ

の
長
寿
を
保
護
す
る
木
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と

こ
れ
と
を
混

同
し
て
は
い
け
な
い
。
も

っ
と

も

パ
リ

の
マ
ロ

ニ
エ
木

の
名
物
に
な
る
と
、
不

便
を
忍
ん
で
道
路

の
ほ
う
を
曲
げ
て
、
昔

の
名

木
並
木
を
保
存

す
る
例

は
あ
る

。
し
か
し
日
光

名
物

の
杉
並
木

は
枯
れ

つ
つ
あ
り
、

札
幌

の
名

木

・
チ
ャ
チ

ャ

ニ
レ
は
路
傍

で
悶
死
し
た
が
。

㈲

愛
樹
の
常
識
を
充
実
せ
よ

市
内

の
装
飾
、
風
致
木
と
し
て
、
ま

る
で
山

出
し
の
丸
太
棒

み
た

い
な
不
風
流
な
木
を
植
え

る
か
ら
、
市
民

に
軽

べ
つ
さ
れ
、
馬
を

つ
な
が

れ
、
折

ら
れ

た
り
す

る
の
で
あ

る
。
元
来
、
庭

園
樹
そ

の
他
装
飾
樹

は
、
他
処
で
予
備
養
成
を

し

て
最
初
か
ら
佳
姿

の
樹
を
設
計
に
則

し
て
植

え
、
洋
庭
で
は
樹

下
を
芝
生

に
し
て
、
歩
道

は

そ
の
中
を
迂
回
す
る
し
、
日
本
庭
園
で
は
歩
道

の
代
わ
り
に
、

飛
石
を
並

べ
て
歩
か
せ
、
決

し

て
植
木

の
根
元
を
踏

み
固

め
な

い
よ
う
に
す
る

の
が
定
法
で
あ
る
。

愛
樹

の
基
本
は
ま
ず

そ
の
根
を
自
由
に
伸
ば

さ
し
て
や
る

こ
と
で
あ

り
、
市
内
植
樹
に
は
第

一
に
こ
の
欠
点

が
あ
る
。
筆
者

は
永
年

学
校
植

樹
に
も
関
与
し
た
が
、

二
、

三

m
以
上

の
樹

に

は
支
柱

が
不
完
全

で
、

か
つ
植
後

の
日

々
の
給

水
が
忘
れ
が
ち

で
あ
り
、
そ
の
う
え
遊
戯
場

の

都
合
で
根
部

が
ふ
み
固

め
ら
れ
る
の
で
、
失
敗

し

て
い
る
。

米
国

に
は

一
つ
の
市
を
総
括
し
て
、
植
え

つ

け
、
手

入
れ

一
切

の
業
務
を
忠
実
、
格
安

に
受

持

つ
会
社

が
あ

る
が
、
わ
が
国
で
も
公
社
的
の

組
織

で
専
門
家
を
じ

ゅ
う
ぶ
ん
活
用
す
る
こ
と

を
考

え
た

い
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、

周
囲
手
近

な
国
公
有
林
当
局
も
、
主
林
木
外

の
モ
ミ
ジ
、

ナ
ナ
カ

マ
ド
、

ラ
イ
ラ

ッ
ク
な
ど

の
灌
木
、
亜

喬
木
な
ど
は
気
軽

に
分
譲
あ
れ

か
し
と
希
う
。

道
庁
正
門
前

の
イ

チ
ョ
ウ
並
木

は
元
の
土
木

技
監
役

の
名
井
博

士
が
、

五
十
年
前
、
東
京
地

方
土
木
出
張

所
か
ら
そ

の
養
成
並
木
を
と
り
寄

せ
て
い
ま

の
名
木
並
木
と
な

っ
て
い
る
が
、

つ

ぎ

の
拓
殖
新
百
年
間

に
は
さ
ら
に

成

育

し

て

い
ち
よ
う

「
公
孫
樹

ト
ソ
ネ
ル
」
と

い
う
札
幌
新
名
物

と

な
る
で
あ
ろ
う
。

本
道

で
は
昔
買
物

を
す
る

と

き
、
売

子

が

「
お
客
さ

ん
、

こ
れ

は
内
地
産

で
す
よ
」
と
、

舶
来
品

に
は
お
よ
び
も
な

い
が
暗

に
、
自
分
で

道
産
品
を
卑
下
す
る
ク
セ
が
あ

っ
た
。
旧
道
庁

庁
舎

は
り

っ
ぱ

に
復

旧
保
存
さ
れ
る
が
、
そ
の

公
庭

に
は
道
産
名
木

の
景
趣
が
き

わ
め
て
稀
薄

で
あ

る
。
希
わ
く
は
「
ま
ず
、
道
庭

よ
り

は
じ
め

よ
」

と
進
言
す

る
。
後
年

こ
こ
に
ポ
プ
ラ
が
植

え
ら
れ
る
と
、
「
右
え
な
ら
え

ッ
」
で
、
全
道
支

庁
庭

に

一
斉

に
ポ
プ
ラ
が
生
え
拡
が

っ
た
先
例

も
あ

る
か
ら
。

(林
業
会
舘
理
事
長
)
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