
　

山
形
県
の
生
ん
だ
最
大
の
歌
人
、
斎
藤
茂
吉
の
歌

にと
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
歌
が
生
ま
れ
た
背
景
を
、

茂
吉
に
私
淑
し
た
板
垣
家
子
夫
は
そ
の
著
『
斎
藤
茂

吉
随
行
記
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い

る
。

　

昭
和
二
十
一
年
二
月
下
旬
の
あ
る
激
し
く
吹
雪
く

日
の
午
後
、
茂
吉
が
疎
開
先
の
大
石
田
（
北
山
村
郡

大
石
田
町
）
で
最
上
川
に
か
か
る
橋
を
弟
子
の
結
城

哀
草
果
、
板
垣
家
子
夫
ら
と
渡
っ
た
と
き
で
あ
る
。

最
上
川
に
は
鳥
海
山
お
ろ
し
の
強
い
北
風
が
吹
き
つ

け
、
川
面
に
白
波
が
立
っ
て
い
た
。

　

家
子
夫
は
こ
れ
を
見
て
、
何
気
な
く
言
っ
た
。

「
先
生
、
今
日
は
最
上
川
に
逆
波
が
立
っ
て
え
ん
ざ

い
っ
ス
（
お
り
ま
す
）」

　

茂
吉
は
こ
れ
を
聞
く
と
思
わ
ず
歩
み
を
と
め
、
家

子
夫
の
腕
を
引
っ
張
る
よ
う
に
し
て
言
っ
た
。

「
君
、
今
何
と
言
っ
た
」

「
は
あ
、今
言
っ
た
な
が
っ
す
。
は
い
っ
つ
ぁ
最
上
川

さ
、
逆
波
立
っ
て
い
る
っ
て
言
っ
た
な
だ
っ
す
」

　

茂
吉
は
に
ら
む
よ
う
に
し
て
、
強
く
言
っ
た
。

「
君
は
そ
れ
だ
か
ら
い
け
な
い
。君
に
は
言
葉
を
大
切

に
し
ろ
と
今
ま
で
何
度
も
語
っ
た
は
ず
だ
。
君
は
ど

う
も
無
造
作
過
ぎ
る
。
そ
う
し
た
境
地
の
逆
波
と
い

う
言
葉
は
君
だ
け
の
も
の
だ
。
…
…
大
切
な
言
葉
は

し
ま
っ
て
お
い
て
、
決
し
て
人
に
語
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
す
」

　

最
上
川
は
酒
田
で
日
本
海
に
注
ぐ
が
、
源
流
の
西

吾
妻
山
系
か
ら
新
庄
盆
地
ま
で
は
お
お
む
ね
北
流
す

る
。
大
石
田
は
こ
の
新
庄
盆
地
へ
の
出
口
に
あ
た
る

だ
け
に
、
鳥
海
お
ろ
し
を
ま
と
も
に
受
け
、
厳
冬
期

に
は
こ
う
し
た
現
象
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
翌
年
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
茂
吉
の
絶
唱
が

発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

―
筆
者
は
こ
の
挿
話
に
遭
遇
し
た
た
と
き
、
す
ぐ

に
か
っ
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
東
地
中
海
に

接
し
て
い
る
小
国
レ
バ
ノ
ン
東
部
の
高
地
、
ベ
ッ

カ
ー
高
原
か
ら
北
上
す
る
オ
ロ
ン
テ
ス
河
を
想
っ

た
。
オ
ロ
ン
テ
ス
と
は
古
代
ア
ラ
ビ
ア
語
で
文
字
ど

お
り
「
逆
流
」
を
意
味
す
る
。
通
常
ほ
と
ん
ど
の
川

は
北
か
ら
南
へ
と
流
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
川
は

レ
バ
ノ
ン
東
部
、シ
リ
ア
東
南
部
を
北
へ
逆
行
し
て
、

ト
ル
コ
領
に
入
っ
て
よ
う
や
く
西
に
向
き
を
変
え
地

中
海
に
注
ぐ
。
川
床
が
深
く
、
人
々
は
古
来
ロ
ー
マ

の
時
代
か
ら
こ
の
川
の
水
を
利
用
す
る
た
め
に
、
巨

大
な
木
製
の
水
車
で
水
を
汲
み
だ
し
て
い
て
、
そ
れ

は
今
も
変
わ
り
が
な
い
。

　

茂
吉
は
最
上
川
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
。
大
石
田
に

移
住
し
た
直
後
、
胸
膜
炎
を
患
い
、
一
時
は
生
命
を

危
ぶ
ま
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
も
口
癖

の
よ
う
に
一
目
で
も
最
上
川
を
見
た
い
と
い
い
、
事

実
少
し
良
く
な
る
と
、
ふ
ら
つ
く
足
取
り
で
看
護
婦

に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
な
ん
ど
も
川
岸
に
立
っ
た
と

い
う
。
ま
た
、
酒
田
の
最
上
川
河
口
に
も
二
度
ほ
ど

足
を
運
ん
だ
と
い
う
。

　

あ
る
年
の
冬
、
筆
者
も　

号
線
に
ぴ
っ
た
り
と
平
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走
す
る
最
上
峡
の
岸
辺
に
は
じ
め
て
立
っ
た
。
対
岸

に
は
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
で
有
名
を
馳
せ
た
白
糸

の
滝
や
仙
人
堂
が
ま
ぢ
か
に
見
て
と
れ
た
。
た
ち
ま

ち
芭
蕉
の
「
五
月
雨
を
あ
つ
め
て
は
や
し
最
上
川
」

と
茂
吉
の
「
最
上
川
逆
白
波
の
…
…
」
の
歌
が
浮
か

び
、
と
同
時
に
シ
リ
ア
の
美
し
い
古
都
、
ハ
マ
の
博

物
館
の
二
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
眺
め
た
オ
ロ
ン
テ
ス

河
の
悠
然
た
る
流
れ
に
想
い
が
至
り
、
し
ば
し
呆
然

と
佇
ん
で
い
た
の
を
思
い
出
す
。
山
形
県
は
実
に
よ

い
川
を
も
っ
て
い
る
と
そ
の
と
き
つ
く
づ
く
思
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

（
帝
京
大
学
経
済
学
部
教
授
・
荘
銀
総
合
研
究
所
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
）
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最
上
川
に
想
う

小　

山　

茂　

樹

　

最
上
川
逆
白
波
の
た
つ
ま
で
に

ふ
ぶ
く
ゆ
う
ベ
と
な
り
に
け
る
か
も　
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