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風
雪
に
耐
え
凛
と
し
て
行
む
松
と
日
本
海
の
巌
も
つ
ん
ざ
く
荒
波
に
、

在
る
べ
き
姿
を
求
め
続
け
る
能
代
高
校
は
、

今
年
度
、

人
間
社
会
で
言
え
ば
卒
寿
に
当
た
る
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
正
十
四
年
四
月
六
日
に
、

第

一
回
入
学
式
を
新
入
生
九
十
五
名
を
迎
え
て
以
来
九
十
年
、

今
日
に
至
る
ま
で
に

二
万
名
を
超
え
る
有
為
な
人
材
を
社
会
に
送
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

同
窓
生
諸
氏
は
能
代
山
本
地
区
の
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
地
元
を
支
え
る
と
と
も
に
、

秋
田
県
や
国
内
外
の
各
界
に
お
い
て
す
ば
ら
し
い
活
躍
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。

本
校
創
立
の
大
正
末
か
ら
九
十
年
の
歳
月
を
見
る
と
き
、

そ
の
歴
史
は
い
ろ
い
ろ
な
区
切
り
を
持

っ
て
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

戦
前
の
二
十
年
と
戦
後
の
七
十
年
、

旧
制
時
代
と
新
制
時
代
、

昭
和
と
平
成
な
ど
で
す
が
、

昭
和
四
十
九

年
、

校
舎
移
転
と
い
う
大
事
業
に
道
遇
し
た
私
に
と
っ
て
は
、

樽
子
山
時
代
の
五
十
年
と
高
塙
時
代
の
四
十
年
と
い
う

の
が
最
も
し
っ
く
り
す
る
見
方
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

草
創
期
か
ら
移
転
ま
で
の
五
十
年
間
、

所
謂
糟
子
山
時
代
は
、

昭
和
初
期
の
政
情
不
安
や
経
済
危
機
、

太
平
洋
戦
争

や
校
舎
焼
失
と
い
う
幾
多
の
困
難
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、

本
校
建
学
の
精
神
の
も
と
に
進
む
べ
き
方
向
を
見
定
め
、

礎

を
築
き
な
が
ら
着
実
な
歩
み
を
進
め
た
の
で
し
た
。

昭
和
四
十
九
年
十
月
二
十
九
、

ご
一十
日
、

本
校
の
校
史
を
区
切
る
校
合
移
転
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

能
代
市
の
中
心
部

か
ら
周
囲
を
水
田
が
囲
む
高
塙
の
地

へ
の
移
転
は
全
校
生
徒
が

一
丸
と
な

っ
て
取
り
組
み
、

見
事
二
日
間
で
完
壁
に
成
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し
遂
げ
ま
し
た
。

あ

つ
と
言
う
間
に
変
身
を
見
事
成
し
遂
げ
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
校
舎
移
転
は
能
代
高

校
に
と

っ
て
質
的
に
も
大
き
な
転
換
を
意
味
す
る
も
の
に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

樽
子
山
時
代
の
生
徒
は
生
き
る
力
が
あ
り
ま
し
た
。

創
造
力
も
豊
か
で
し
た
。

言
動
は
粗
野
な
面
も
あ
り
ま
し
た
が

血
気
盛
ん
な
勢
い
が
あ

っ
た
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

対
し
て
、

今
高
塙
の
地
で
学
ん
で
い
る
生
徒
た
ち
を
見
て

一

番
に
感
じ
る
こ
と
は
品
行
方
正
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

昔
の
よ
う
な
粗
暴
さ
は
何
処
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
内
に

秘
め
た
意
志
は
変
わ
ら
ぬ
強
さ
が
あ
り
、

細
や
か
で
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
を
備
え
て
お
り
ま
す
。

進
学
率
は
格
段
に

飛
躍
し
て
お
り
、

県
内
に
お
い
て
も
確
回
た
る
位
置
を
占
め
る
ま
で
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
本
校
の
教
育

力
の
向
上
と
と
も
に
生
徒
の
弛
ま
ぬ
努
力
の
賜
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

部
活
動
に
お
い
て
も
幅
広

く
成
果
を
上
げ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
述
べ
る
紙
面
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

年
表
及
び
活
動
の
軌
跡
を
ご
覧

い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

校
訓

「至
誠
力
行
」
を
説
明
す
る
と
き
、

武
藤
健
二
郎
初
代
校
長
の

「～
至
誠
に
し
て
動
か
ざ
る
も
の
は
な
く
鬼
神

を
も
感
動
せ
し
む
る
は
至
誠
で
あ
る
。

諸
子
は
再
読
三
読
此
数
語
に
含
ま
る
る
無
限
の
教
訓
を
自
ら
求
め
て
力
行
せ
ら

れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
～
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、

氏
は
こ
の
言
葉
の
前
に

「～
校
訓
に
示
さ
れ
た
事

一
見
平
凡
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
そ
れ
で
よ
い
、
～
偉

い
人
と
か
清
い
明
る
い
人
と
か
い
ム
の
も
平
凡
を
積
ん
で
実
行

し
た
人
に
外
な
ら
ぬ
。

現
代
は
平
凡
な
事
を
確
実
に

一
歩

一
歩
実
行
し
得
る
人
を
要
求
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
を
読
む
と
創
立
当
時
も
今
の
時
代
も
求
め
ら
れ
る
人
物
像
は
変
わ
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
ま

す
。

能
代
高
校
は
九
十
年
を

一
つ
の
区
切
り
と
し
、

生
徒
教
職
員

一
同
が
改
め
て
校
訓
の
言
わ
ん
と
す
る
理
想
を
追
求

し
て
人
間
形
成
に
努
め
、

百
周
年
に
向
け
て
新
た
な
歩
み
を
進
め
て
参
る
所
存
で
お
り
ま
す
。

、
結
び
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
記
念
誌
の
発
行
に
当
た
り
、

貴
重
な
資
料
や
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

本
校
に
対
す
る
思
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、　

一
層
の
発
展
と
飛
躍
を
お

誓

い
し
て

「松
陵
九
十
年
」
発
刊
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。


