
二
、

「
伊
豆

の
お
山
」

　
　
　
歌
垣
が
古
代
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
、
き
わ
め

　
　
て
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
民
俗
行
班
で
あ
っ
た
こ

　
　
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
恋
の
歌
を
生
み
出
す
重
要
な

　
　
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
古
代
歌

　
　
謡
と
儀
礼
の
研
究
」
に
詳
し
く
述
べ
た
が
、
こ
こ

　
　
に
搬
缶
し
た
い
と
思
う
の
は
、
そ
の
中
に
引
用
し

　
　
た
「
伊
豆
の
お
山
」
の
歌
の
背
景
に
つ
い
て
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
　
こ
ん
ど
こ
ざ
ら
は
持
て
来
て
た
も
れ

　
　
　
　
伊
豆
の
お
山
の
な
き
の
葉
を

　
　
こ
の
歌
は
早
く
寛
永
以
後
延
宝
四
年
ま
で
の
流
行

　
　
歌
を
集
め
た
『
淋
敷
座
之
慰
』
の
中
の
「
な
げ
ぶ

ト
　
し
晶
々
」
の
一
つ
と
し
て
見
え
、
高
野
斑
山
博
士

ノ
　
の
「
僅
謡
集
拾
遺
」
に
は
東
京
府
の
木
遣
歌
と
し

究
研
　
て
採
集
さ
れ
て
い
る
。
最
近
社
会
思
想
社
の
現
代

　
　
教
養
文
庫
の
一
冊
と
し
て
出
さ
れ
た
服
部
龍
太
郎

　
　
氏
の
『
定
本
日
本
民
謡
集
』
の
川
石
手
県
の
南
部
午

の
歌

方
節

垣

　
　
こ
ん
ど
来
る
時
や
持
て
来
て
お
く
れ

　
　
奥
の
沫
山
の
な
き
の
葉
を

は
、
た
ぶ
ん
右
の
料
歌
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
民

謡
を
春
山
入
り
（
伊
豆
の
お
山
へ
の
御
岳
参
り
）

の
若
者
に
対
す
る
求
愛
の
歌
と
解
釈
し
た
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
恋
の
行
事
で
あ
る
歌
垣
が
春
山
入

り
に
洲
流
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
時
花
や

青
葉
を
採
ん
で
家
に
持
ち
帰
っ
た
り
、
恋
人
に
贈

っ
た
り
す
る
こ
と
、
春
山
入
り
の
習
俗
は
、
そ
の

地
方
の
名
山
の
神
社
に
参
拝
す
る
形
の
御
岳
参
り

に
も
受
継
が
れ
、
さ
ら
に
は
修
験
道
の
峯
入
り
に

ま
で
も
受
継
が
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
某
づ
い
て

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
そ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も
伊
豆
の
お
山

〃
外
の
例
で
あ
る
。
こ
の
お
山
に
も
他
の
例
と
同

様
の
お
丘
川
参
り
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
神

奈
川
の
盆
踊
歌
「
毎
年
踊
子
が
御
山
へ
登
る
云

々
」
の
歌
詞
か
ら
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
不
十
分
だ
。
伊
豆
の
お
山
は
現
在
も
伊
豆
山
神

社
と
し
て
熱
海
市
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
神
社

の
伝
承
や
文
書
に
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
よ

う
な
も
の
が
何
か
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
の
が
私
の
ひ
そ
か
な
期
待
で
あ
り
、
願
い
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
◎

　
　
　
　
Ｃ

　
幸
い
今
年
の
正
月
は
、
家
に
居
な
け
れ
ぱ
な
ら

ぬ
用
も
な
か
っ
た
の
で
、
伊
豆
山
神
杜
参
拝
を
か

ね
て
伊
豆
で
正
月
を
迎
え
る
べ
く
、
暮
の
三
十
一

日
家
内
同
伴
、
新
幹
線
に
乗
っ
た
。
清
水
港
で
汽

車
を
降
り
、
三
保
の
松
原
を
見
物
し
て
、
こ
ん
ど

は
タ
ク
シ
ー
で
旧
東
海
道
を
通
っ
て
薩
唾
峠
の
下

に
出
、
そ
こ
か
ら
田
子
の
浦
を
由
比
ま
で
走
っ
て

も
ら
っ
た
。
こ
れ
は
亦
人
の
「
田
子
の
浦
ゆ
打
出

で
て
見
れ
ぱ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
か
ね
て
考
え
て

い
た
こ
と
を
、
実
地
に
確
め
る
の
が
目
的
で
あ
っ

た
が
、
結
果
は
ほ
ぽ
予
想
ど
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
、
．
、
－
　
一
〇
三
、
ｉ
ｌ
…
－
－
－
…
！
－
－



「
－
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一
、
弓
　
　
　
＝
、
、
．
．

一
　
大
瞬
夜
は
由
比
に
泊
り
、
元
日
は
伊
豆
長
岡
、

　
　
二
日
い
よ
い
よ
伊
豆
山
神
杜
で
あ
る
。
高
い
石
段

ト
　
を
登
っ
て
行
く
と
、
境
内
は
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り

ノ
　
返
り
、
一
組
の
若
い
男
女
が
茅
の
輪
を
く
ぐ
っ
て

究
研
　
い
る
だ
け
で
あ
る
。
見
廻
わ
す
と
一
隅
に
立
札
が

　
　
　
　
　
な
ぎ

あ
り
、
　
「
霊
符
梛
の
葉
守
」
の
由
来
が
書
い
て
お

り
、
参
拝
の
後
社
務
所
に
行
く
と
、
お
守
り
の
包

み
紙
に
も
そ
れ
が
印
刷
し
て
あ
っ
た
。
嬉
し
い
こ

と
に
は
、
そ
こ
に
前
に
掲
げ
た
民
謡
が
引
か
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
『
本
朝
俗
諺
志
』
の

　
　
伊
豆
権
現
の
神
木
な
ぎ
の
木
、
凡
そ
三
回

　
　
り
、
高
さ
十
丈
ば
か
り
、
葉
厚
く
竪
に
筋
あ

　
　
り
、
此
の
葉
を
所
持
す
れ
ば
災
難
を
遁
る
と

　
　
守
袋
に
納
む
。
又
女
人
鏡
に
敷
け
ぱ
則
ち
夫

　
　
婦
の
仲
む
つ
ま
じ
き
な
り
。
此
の
木
他
国
に

　
　
稀
な
り

と
い
う
記
事
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
神
杜
が
源
頼
朝
以
来
、
鎌
倉
幕
府
の
崇
拝

を
受
け
た
こ
と
、
『
金
椀
集
』
や
『
続
後
撰
集
』

に
よ
れ
ぱ
源
実
朝
も
こ
こ
に
参
拝
し
て
歌
を
詠
ん

で
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
私
に
は

こ
の
お
山
の
民
俗
的
側
面
の
方
が
面
白
い
。

　
伊
豆
の
お
山
の
ナ
ギ
の
葉
に
関
す
る
民
俗
は
、

徳
川
時
代
の
初
め
か
ら
江
戸
に
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
ら
し
く
、
夫
婦
和
合
の
呪
い
と
し
て
女
人
が

鏡
に
敷
く
習
俗
は
、
　
『
歴
世
女
装
考
』
　
（
弘
化
四

年
）
や
石
上
宣
統
の
『
卯
花
園
漫
録
』
（
文
化
六

年
刊
）
、
『
用
捨
箱
』
な
ど
に
も
見
え
る
よ
し
、
角

川
書
店
の
『
図
説
俳
諸
大
歳
時
記
』
に
も
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
ナ
ギ
の
葉
に
、
ど
う
し
て

夫
婦
和
合
の
功
徳
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。

　
ナ
ギ
の
木
は
暖
い
地
方
に
自
生
す
る
イ
ヌ
マ
キ

科
の
常
緑
樹
で
あ
る
が
、
紀
州
の
熊
野
神
杜
や
そ

の
系
統
の
神
杜
に
こ
れ
を
神
木
と
す
る
も
の
が
多

く
、
京
都
で
は
西
院
の
春
日
神
杜
域
内
の
還
木
神

杜
、
壬
生
の
梛
神
杜
、
東
山
の
今
熊
野
神
杜
な
ど

は
そ
の
例
で
あ
り
、
上
京
区
の
熊
野
神
杜
で
は
榊

の
代
わ
り
に
ナ
ギ
を
用
い
、
神
餓
の
下
に
も
ナ
ギ

の
葉
を
敷
く
習
わ
し
に
な
っ
て
い
る
（
井
上
頼
寿

　
　
－
－
　
　
　
　
一
〇
四

『
京
都
民
俗
志
』
）
。

　
　
し
だ
の
葉
を
梛
に
も
ち
ゐ
の
鏡
か
な
　
宗
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俳
諸
毛
吹
草
）

に
よ
れ
ば
、
江
戸
初
期
正
月
の
鏡
餅
の
お
飾
り
に

ナ
ギ
を
用
い
る
所
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ナ
ギ
の
葉
が
神
木
や
呪
物
と
し
て

尊
ば
れ
た
の
は
、
ナ
ギ
を
悪
魔
を
「
薙
き
払
う
」

意
に
解
し
た
り
、
　
「
凪
」
の
意
に
解
し
た
り
し
た

こ
と
か
ら
来
た
も
の
で
、
開
運
除
災
、
海
上
安

全
、
さ
ら
に
は
交
通
安
全
の
護
符
に
用
い
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
夫
婦
和
合
の
功
徳
は
、
ナ
ギ

の
語
音
か
ら
は
出
て
来
そ
う
も
な
い
。
心
が
「
和

ぐ
」
意
に
解
し
て
の
こ
と
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な

い
が
、
そ
れ
な
ら
何
も
男
女
・
夫
婦
に
限
っ
た
こ

と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
私
は
や
は
り
お
岳
参

り
の
「
伊
豆
の
お
山
」
の
民
俗
行
事
か
ら
来
て
い

る
と
思
う
、

　
紀
州
の
熊
野
神
杜
は
わ
が
国
で
も
っ
と
も
古
い

神
杜
の
一
つ
で
あ
る
が
、
平
安
朝
に
な
る
と
観
音

信
仰
、
弥
陀
信
仰
と
結
ぴ
つ
い
て
、
天
皇
や
貴
族



ト
一

ノ究研
の
参
拝
す
る
者
多
く
、
中
廿
以
峰
は
吉
野
の
金
峯

山
と
共
に
修
験
道
の
本
山
と
し
て
栄
え
た
が
、

　
　
ち
は
や
ぶ
る
熊
野
の
宮
の
な
き
の
葉
を
変
ら

　
　
ぬ
干
代
の
た
め
し
に
ぞ
折
る
　
定
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
愚
草
）

　
　
御
熊
野
に
頼
み
を
か
く
る
諸
人
の
、
か
ざ
し

　
　
に
さ
し
た
る
梛
の
葉
を
　
　
　
（
平
治
物
語
）

な
ど
の
例
を
見
る
と
、
一
般
の
御
岳
参
り
と
同
様

に
、
青
葉
の
枝
を
タ
マ
フ
リ
の
呪
物
と
し
て
折
り

取
っ
た
り
、
か
ざ
し
に
挿
し
た
り
し
た
こ
と
が
分

か
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
一
般
の
青
葉
の
枝
で
な

く
、
語
音
上
の
呪
術
性
に
よ
っ
て
梛
の
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
が
特
長
で
あ
る
。

　
伊
豆
権
現
も
杜
伝
に
よ
る
と
役
の
行
者
の
伝
斥

が
あ
っ
て
、
修
験
道
と
関
係
の
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
と
同
時
に
、
ナ
ギ
の
葉
の
信
仰
が
あ
る
こ
と

か
ら
見
て
も
、
熊
野
信
仰
と
無
関
係
で
あ
る
と
は

考
え
が
た
い
。
た
だ
し
熊
野
の
場
合
は
歌
垣
的
な

行
事
の
あ
っ
た
形
迩
が
認
め
ら
れ
狂
い
の
に
対
し

て
、
伊
豆
山
の
方
は
そ
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
熊
野
そ
の
他
の
上
方
の
ナ
ギ
の
葉
の
呪
的

効
力
が
開
運
除
災
、
海
上
安
全
の
範
閉
に
止
ま
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
伊
豆
山
の
方
は
そ
の
ほ
か

に
、
夫
婦
和
合
の
功
徳
が
あ
る
と
い
う
相
違
は
、

両
者
の
行
事
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
伊
豆
山
神
杜
の
護
符
の
由
来
書
に

日
わ
く
、

　
　
往
時
は
な
き
祭
、
一
名
恋
ま
つ
り
と
も
一
一
一
、
［
わ

　
　
れ
た
神
事
が
、
全
国
か
ら
夢
多
き
男
女
の
参

　
　
集
を
得
て
、
極
め
て
盛
大
に
執
行
さ
れ
た
こ

　
　
と
が
神
杜
の
記
録
に
の
こ
っ
て
い
ま
す

と
。
私
は
ま
だ
そ
の
記
録
を
拝
見
す
る
機
会
を
得

て
い
な
い
が
、
「
な
き
祭
」
「
恋
ま
つ
り
」
と
呼
ぱ

れ
る
神
班
は
、
常
陸
風
土
記
に
見
え
る
筑
波
山
の

歌
垣
の
如
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
企

国
か
ら
集
ま
っ
た
男
女
に
よ
っ
て
盛
大
に
行
わ
れ

た
「
恋
ま
つ
り
」
と
い
え
ぱ
、
歌
垣
的
な
神
事
以

外
に
は
考
え
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
し
て

そ
の
行
箏
を
「
な
き
祭
」
と
も
い
う
の
は
、
歌
垣

で
梛
の
葉
が
重
婁
な
役
割
を
負
う
て
い
た
か
ら
に

相
違
な
く
、
そ
れ
は
こ
の
枇
物
の
葉
ま
た
は
枝

が
、
か
ざ
し
と
し
て
挿
さ
れ
る
と
共
に
、
男
女
の

媒
介
を
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ぱ
こ
そ
江
戸

の
乙
女
た
ち
は
伊
豆
山
参
り
の
若
者
た
ち
に
向
か

っ
て
「
こ
ん
ど
こ
ざ
ら
ぱ
持
て
来
て
た
も
れ
」
と

ナ
ギ
の
葉
の
贈
物
を
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
神
杜
の
側
か
ら
は
こ
れ
を
夫
婦
和
合
の
霊
符

と
し
て
、
諸
人
に
授
け
る
よ
う
に
も
狂
っ
た
の
で

あ
ろ
う
と
思
う
。

　
春
山
入
り
の
青
葉
の
枝
、
薪
、
杖
は
そ
の
地
方

の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
名
山
で
は
、
山
人
が
そ

れ
を
タ
マ
フ
リ
の
呪
物
と
し
て
人
々
に
授
け
る
よ

う
に
夜
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
書
物
に

も
書
い
た
が
、
伊
豆
の
お
山
の
梛
の
葉
も
、
元
来

は
民
衆
が
折
り
取
っ
て
呪
物
や
贈
物
と
し
た
の

を
、
後
に
は
神
人
が
こ
れ
を
「
お
守
り
」
と
い
う

形
で
授
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
延
宝

頃
に
歌
わ
れ
た
「
こ
ん
ど
こ
ざ
ら
ぱ
持
て
来
て

た
も
れ
」
は
、
梛
の
葉
を
折
取
っ
て
来
て
く
れ
の

意
昧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『
本
棚
俗
諺
志
」

　
　
　
　
　
　
　
－
一
〇
五



が
書
か
れ
た
頃
に
は
、
も
う
お
守
り
が
出
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の

あ
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぽ
疑
い
な
い
。
右
の
地
名
辞

書
に
引
く
「
伊
豆
志
稿
」
に
よ
る
と
、
子
恋
の
森

一
〇
六

ト
ロ

ノ
ピ
し

多干荷
■

…
山

■Ｌ…

お
守
り
の
功
徳
は
、
夫
婦
和
合
よ
り
も
、
縁
結
ぴ

の
方
が
、
よ
り
適
切
だ
と
い
う
こ
と
に
狂
る
。

　
　
　
　
○

　
さ
て
伊
豆
の
お
山
で
歌
垣
が
行
わ
れ
た
と
す
る

と
、
注
意
さ
れ
る
の
は
社
の
北
の
上
手
に
あ
る

「
子
恋
の
森
」
で
、
こ
こ
に
は
ナ
ギ
の
木
が
多
い

ら
し
い
。
　
「
恋
ま
つ
り
」
の
行
事
で
は
、
社
頭
の

神
事
に
続
い
て
、
こ
の
子
恋
の
社
で
性
的
解
放
が

行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
子
恋
の
森
の
こ
と
は
枕
草
子
に
も
「
森
は
、
大

荒
木
の
森
、
し
の
ぴ
の
森
、
こ
こ
ひ
の
森
」
と
見

え
、
拾
遺
集
に
も

　
　
こ
こ
に
だ
に
つ
れ
づ
れ
と
鳴
く
時
鳥
ま
し
て

　
　
子
恋
の
森
は
い
か
に
ぞ

と
い
う
歌
が
見
え
る
か
ら
、
都
に
も
知
ら
れ
た
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

竃
　
　
い
，
壱
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
崖
・
－

国
の
歌
枕
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
コ
コ

ヒ
は
「
か
か
ひ
の
詑
」
だ
と
す
る
『
大
日
本
地
名

辞
書
』
の
説
は
、
必
す
し
も
信
用
の
か
き
り
で
は

な
い
が
、
歌
垣
な
い
し
カ
ガ
ヒ
の
行
わ
れ
た
森
で

に
は
雷
電
社
が
あ
り
、
そ
の
上
宮
の
相
殿
に
は
男

女
二
神
を
祭
っ
て
、
古
来
の
祭
式
に
二
神
抗
麗
、

王
子
降
誕
の
例
が
あ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ぱ
伊
豆

山
神
社
、
つ
ま
り
走
湯
権
現
と
は
別
に
、
こ
の
山

の
神
を
祭
る
神
杜
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
歌
垣
の
行

事
の
方
か
ら
豊
穣
の
神
、
和
合
の
神
と
し
て
の
性

格
を
強
め
て
行
っ
た
の
で
は
狂
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
今
後
機
会
を
得
て
、
さ
ら
に
そ
の
辺
の
と
こ

ろ
を
調
べ
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
六
、
一
二
、
一
〇
）
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