
『
北
越
雪
譜
』
に
み
る
自
然
と
崇
高

関

竜

司

は

じ

め

に

『
北
越
雪
譜
』（
一
八
三
六
・
一
八
四
二
年
）
は
、
越
後
の
自
然
、
特
に
「
雪
」
を
主
題
に
し
た
鈴
木
牧
之
の
著
作
で
あ
る
。
そ
こ
に
描

か
れ
た
雪
国
の
風
俗
は
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
天
保
年
間
の
町
民
た
ち
の
関
心
を
引
き
、
そ
の
後
も
繰
り
返
し
増
刷
さ
れ
、
版
元
を
変
え

な
が
ら
明
治
か
ら
大
正
へ
と
版
を
重
ね
た
�
。
そ
の
後
、
気
象
学
者
の
岡
田
武
松
が
校
訂
し
、
昭
和
十
一
年
に
岩
波
文
庫
の
一
冊
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
さ
ら
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
川
端
康
成
も
『
雪
国
』
の
中
で
『
北
越
雪
譜
』
を
意
識
し
た
一
節
を
記
し
て
い

る
�
。

が
ま
う

し
ら
す
な

ふ
ら

牧
之
に
よ
れ
ば
、
雪
国
の
雪
は
、
暖
国
と
は
違
い
「
鵞
毛
を
な
す
は
稀
な
り
、
大
か
た
は
白
砂
を
降
ら
す
が
如
」�
き
パ
ウ
ダ
ー
ス
ノ

を
さ
な
き

ー
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
「
幼
稚
よ
り
雪
中
に
成
長
す
る
ゆ
ゑ
、（
中
略
）
雪
を
雪
と
も
お
も
は
ざ
る
」（
３１
）
自
分
た
ち
に
と
っ
て
雪

び
し
や
う

し
ゆ
て
い

ら
い
か
く

か
ず
い

は
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
江
戸
の
人
た
ち
の
よ
う
に
「
初
雪
は
こ
と
さ
ら
に
美
賞
し
」、「
酒
亭
は
雪
を
来
客
の
嘉
瑞
と
な

は
ん
か

だ
ん
ち

う
ま
れ

ざ
い

し
ん

す
」（
２４
）
と
思
え
る
こ
と
は
、「
繁
花
の
暖
地
に
生
た
る
天
幸
」（
２５
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
越
後
の
雪
は
、「
財
を
費
し
千
辛

く

よ
ろ
ず
の
こ
と

ふ
せ

も
つ
は
ら

の
う
か

万
苦
す
る
」（
２２
）
こ
と
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
萬
事
雪
を
禦
ぐ
を
専
ら
と
し
」、「
農
家
は
こ
と
さ
ら
夏
の
初
よ
り
秋
の
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こ
く

を
さ
む

そ
の
せ
は
し

し
ん

く

の
う
げ
ふ

末
ま
で
に
五
穀
を
收
る
ゆ
ゑ
」、「
其
忙
き
事
の
千
辛
万
苦
、
暖
国
の
農
業
に
比
す
れ
ば
百
倍
」（
３１
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
初

こ
と
し

ゆ
き
の
な
か

た
の
し
む
く
る
し
む

う
ん
で
い

雪
を
見
れ
ば
「
今
年
も
又
此
雪
中
に
在
る
事
か
」
と
心
を
曇
ら
せ
、
そ
の
江
戸
と
越
後
の
違
い
は
、「
楽
と
苦
と
雲
泥
の
ち
が
い
」（
２４
）

な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
北
越
雪
譜
』
で
は
、「
雪
譜
」
と
題
名
に
も
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
雪
と
越
後
の
民
衆
と
の
関
係
が
中
心
に
描
か

か
た
ち

は
つ

は
ら

こ
も
り

ふ
�
�
き

な
だ
れ

れ
る
。
特
に
初
編
（
一
八
三
六
年
・
天
保
七
年
）
は
、「
雪
の
形
状
」、「
初
雪
」、「
雪
を
拂
ふ
」、「
雪
蟄
」、「
雪
吹
」、「
雪
頽
」、「
越
後

ち
ゞ
み

さ
ら

縮
」、「
縮
を
�
す
並
縮
の
市
」
な
ど
、
越
後
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
「
雪
」
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
返
そ
う
と
す
る
主
題
が
並
ぶ
。
二
編

（
一
八
四
二
年
・
天
保
十
三
年
）
で
は
、「
あ
け
て
も
く
れ
て
も
雪
の
図
、
雪
の
事
ば
か
り
に
て
は
見
る
も
の
な
づ
み
申
候
」
と
い
う
山
東

く
わ
せ
き
だ
に

や
く
わ
う

ぢ
ご
く
た
に

ゐ
じ
う

こ
う
ち
ほ
ふ
い
ん

京
山
（
一
七
六
九
│
一
八
五
八
）
の
助
言
を
受
け
て
、「
化
石
渓
」、「
夜
光
の
玉
」、「
地
獄
谷
の
火
」、「
異
獣
」、「
弘
智
法
印
」
な
ど
、

し
ば
ゐ

せ
つ
ち
ゅ
う

当
時
流
行
し
て
い
た
奇
談
的
な
話
が
多
く
採
用
さ
れ
る
�
。
し
か
し
そ
の
二
編
で
も「
雪
の
正
月
」、「
雪
中
の
戯
場
」、「
�
の
説
」、「
雪
中

さ
う
し
き

の
葬
式
」
な
ど
、
雪
と
民
衆
と
の
関
係
を
主
題
に
し
た
話
は
、
努
め
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
鈴
木
牧
之
は
、
あ
え
て
自
分
た
ち
に
と
っ
て
否
定
的
な
「
雪
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
著
作
を
も
の
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、

こ
の
問
題
を
三
つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
つ
は
、
牧
之
の
交
遊
関
係
で
あ
る
。
牧
之
は
、
父
・
牧
水
の
影
響
を
受

け
て
子
ど
も
の
頃
か
ら
俳
諧
を
学
び
、
事
あ
る
ご
と
に
俳
諧
の
師
匠
や
文
化
人
を
訪
ね
て
全
国
を
旅
し
て
い
た
�
。
特
に
江
戸
で
は
、
山

東
京
伝
・
京
山
兄
弟
、
滝
沢
馬
琴
、
十
返
舎
一
九
と
い
っ
た
戯
作
者
た
ち
と
密
接
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
本
論
で
は
、
京
伝
に
代
表
さ

れ
る
江
戸
の
文
化
人
が
、
江
戸
っ
子
特
有
の
気
質
、
特
に
「
通
」
の
意
識
を
自
覚
し
は
じ
め
た
世
代
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
牧
之
に
、
越

後
人
独
特
の
感
性
や
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
地
域
性
（
ロ
ー
カ
ル
カ
ラ
ー
）
へ
の
関
心
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
論
す
る
。
こ
れ
は
第
一
章
で
検
討
す
る
。
二
つ
目
は
、
牧
之
が
、
自
ら
の
住
む
越
後
国
魚
沼
郡
塩
沢
村
近
辺
を
、
あ
る
種
、
霊
的
な
場

所
と
考
え
て
い
た
可
能
性
を
探
り
た
い
。
牧
之
の
住
ん
で
い
た
塩
沢
村
は
、
四
方
を
高
い
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
で
、
冬
は
豪
雪
地
帯
と
し
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て
知
ら
れ
て
い
た
。
冬
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
、
女
性
た
ち
は
、
特
に
越
後
縮
の
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
山

村
の
雪
深
い
生
活
を
牧
之
は
、
し
ば
し
ば
霊
的
な
事
象
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
本
論
で
は
、
従
来
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
「
地
気
雪
と
成
る
弁
」
の
章
と
「
浦
佐
の
堂
押
」
と
の
関
わ
り
か
ら
そ
の
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。
三
つ
目
は
、
鈴
木
牧

之
が
、
雪
深
く
苦
難
の
多
い
土
地
に
住
み
な
が
ら
、
な
お
も
越
後
人
が
主
体
性
を
失
わ
ず
生
き
生
き
と
生
活
し
て
い
る
姿
に
共
感
し
、
そ

こ
に
「
忍
」
だ
け
で
な
く
「
剛
気
」
の
精
神
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
牧
之
が
、
江
戸
の

地
域
性
に
根
差
し
た
江
戸
っ
子
気
質
を
表
現
し
た
作
家
た
ち
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
が
、
牧
之
は
越
後
の
地
域
性
に
根
差
し
た
越
後
人
の

気
質
を
「
剛
気
」
に
見
出
し
て
い
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
こ
の
「
剛
気
」
と
い
う
美
的
生
活
理
念
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
人
間
を
圧
倒
す
る
自

然
と
正
対
し
た
と
き
に
抱
く
「
崇
高
」
の
感
情
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
結
論
と
す
る
。
以
上
が
、
本
論
の
見
通
し

で
あ
る
。

第
一
章

雪
国
意
識
の
発
見
│
│
江
戸
文
人
と
の
交
流
か
ら
│
│

鈴
木
牧
之
（
一
七
七
〇
│
一
八
四
二
）
は
、
越
後
国
魚
沼
郡
塩
沢
村
で
生
ま
れ
た
。
越
後
縮
の
仲
買
商
と
し
て
財
を
な
し
た
父
・
牧
水

の
影
響
を
受
け
て
、
牧
之
も
俳
諧
を
始
め
�
、
そ
れ
を
生
涯
の
趣
味
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
牧
之
が
俳
諧
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
後

に
江
戸
の
戯
作
者
た
ち
と
交
遊
を
も
ち
、『
北
越
雪
譜
』
が
生
ま
れ
る
重
要
な
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
牧
之
は
天
明
八
年
五
月
半
ば

（
一
七
八
八
年
・
十
九
歳
）
の
と
き
、
縮
の
仲
買
修
行
の
た
め
に
、
初
め
て
江
戸
を
訪
れ
る
が
�
、
こ
の
と
き
も
漢
学
者
で
あ
る
と
と
も

に
戯
作
者
で
も
あ
っ
た
沢
田
東
江
の
も
と
で
書
を
学
ん
で
い
る
し
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
年
・
二
十
七
歳
）
に
は
お
伊
勢
参
り
と
三
十

三
霊
場
巡
り
を
兼
ね
て
、
西
国
を
巡
礼
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
も
京
阪
の
俳
諧
の
宗
匠
と
あ
っ
て
俳
諧
修
行
に
い
そ
し
ん
で
い
る
�
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
面
識
を
得
た
文
人
・
墨
客
と
、
牧
之
は
筆
ま
め
に
文
通
し
、
交
遊
を
温
め
て
い
た
。
と
り
わ
け
江
戸
の
文
人
と
の
交
流

は
頻
繁
で
、
特
に
山
東
京
伝
・
京
山
父
子
、
滝
沢
馬
琴
、
十
返
舎
一
九
ら
が
、
牧
之
の
提
供
す
る
越
後
の
風
土
や
風
習
に
強
い
関
心
を
示

し
た
。
例
え
ば
鈴
木
牧
之
に
『
北
越
雪
譜
』
の
出
版
を
促
し
た
の
は
、
山
東
京
伝
で
あ
っ
た
し
�
、
滝
沢
馬
琴
も
牧
之
か
ら
提
供
さ
れ
た

古
志
郡
二
十
村
で
行
わ
れ
た
牛
の
角
突
の
話
を
脚
色
し
て
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
掲
載
し
て
い
る
�
。
ま
た
十
返
舎
一
九
は
牧
之
の
語

る
「
秋
山
郷
」�
の
話
に
ひ
か
れ
て
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
年
）
に
牧
之
に
秋
山
郷
に
つ
い
て
書
い
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
い
る
�
。
こ
の

と
き
牧
之
は
自
ら
の
足
で
秋
山
郷
を
訪
れ
、
見
聞
を
書
き
残
し
て
お
り
、
そ
の
紀
行
文
は
現
在
、「
秋
山
記
行
」
と
し
て
東
洋
文
庫
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
�
。
こ
の
よ
う
に
京
伝
、
馬
琴
、
一
九
ら
に
と
っ
て
牧
之
は
、
自
分
た
ち
の
創
作
の
ネ
タ
に
な
り
そ
う
な
越
後
の
珍
し

い
風
習
を
提
供
し
て
く
れ
る
有
り
難
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
牧
之
も
彼
ら
の
書
く
戯
作
に
越
後
の
風
俗
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
喜
ん

で
い
た
�
。
し
か
し
な
ぜ
京
伝
、
馬
琴
、
一
九
ら
は
、
牧
之
の
も
た
ら
す
越
後
の
情
報
に
関
心
を
寄
せ
、
牧
之
も
そ
れ
に
応
じ
た
の
か
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
鈴
木
牧
之
に
『
北
越
雪
譜
』
の
執
筆
を
す
す
め
た
山
東
京
伝
に
注
目
し
て
、
江
戸
の
戯
作
者
た
ち
に
と
っ
て
牧
之
の
も

た
ら
す
情
報
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、『
北
越
雪
譜
』
が
書
か
れ
た
動
機
を
探
っ
て
み
た
い
。

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
山
東
京
伝
は
、
安
永
期
か
ら
文
化
年
間
に
か
け
て
活
躍
し
た
江
戸
の
代
表
的
な
戯
作
者
で
あ

る
�
。
京
伝
が
戯
作
者
と
し
て
活
動
し
始
め
た
時
期
は
、
江
戸
の
新
し
い
文
芸
や
絵
画
が
、
よ
う
や
く
上
方
の
支
配
や
勢
力
を
脱
し
、
独

立
し
た
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
が
自
覚
さ
れ
始
め
た
時
期
だ
っ
た
（
文
運
東
漸
）�
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
年
）
に
、
京
伝
は
『
手
前
勝
手
御

存
知
商
売
物
』
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
本
が
擬
人
化
さ
れ
、
江
戸
で
以
前
の
よ
う
に
歓
迎
さ
れ
な
く
な
り
、
大
道
の
露
店
に
店
ざ

ら
し
に
な
っ
て
い
た
上
方
下
り
の
八
文
字
屋
本
や
絵
本
類
が
、
同
様
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
た
赤
本
・
黒
本
を
た
き
つ
け
て
、
青
本
や

洒
落
本
と
い
っ
た
「
当
世
本
」
に
ケ
チ
を
つ
け
よ
う
と
陰
謀
を
企
て
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
	
。
京
伝
が
機
知
と
諧
謔
を
使
っ
て
、
上
方

に
対
す
る
江
戸
っ
子
気
質
を
明
快
に
描
い
て
み
せ
た
こ
の
作
品
は
、
大
田
南
畝
を
大
変
喜
ば
せ
、
南
畝
は
「
総
巻
軸
極
上
々
吉
」（
最
高
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の
出
来
栄
え
）
で
あ
る
と
評
し
、
京
伝
を
一
躍
ス
タ
ー
の
座
に
押
し
上
げ
た
の
だ
っ
た
�
。

京
伝
に
代
表
さ
れ
る
天
明
期
の
江
戸
の
知
識
人
た
ち
は
、
何
よ
り
も
「
通
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
通
と
は
、
あ
る
物
事
│
│

特
に
漢
籍
、
遊
里
社
会
、
芸
能
│
│
に
関
す
る
知
識
に
通
暁
す
る
と
と
も
に
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
適
切
に
そ
れ
を
披
露
し
て
人
の
心
が

つ
か
も
う
と
す
る
美
的
生
活
理
念
の
こ
と
で
あ
る
�
。
そ
の
た
め
、
た
だ
知
識
が
あ
る
だ
け
で
、
時
と
場
合
を
踏
ま
え
な
い
も
の
は
、
半

可
通
と
し
て
馬
鹿
に
さ
れ
、
辛
辣
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
�
。

「
通
書
の
は
じ
ま
り
」
と
し
て
知
ら
れ
る
『
遊
子
方
言
』（
明
和
七
年
・
一
七
七
〇
年
）
は
、「
煙
草
入
れ
は
堀
安
、
煙
管
は
住
吉
屋
」

な
ど
と
通
人
ぶ
っ
た
三
十
四
五
の
男
が
、
堅
物
の
む
す
こ
を
色
男
に
す
べ
く
吉
原
に
連
れ
て
行
く
話
で
あ
る
�
。
し
か
し
結
局
こ
の
半
可

通
の
男
は
、
化
け
の
皮
が
は
が
さ
れ
冷
遇
さ
れ
る
一
方
、
む
す
こ
の
方
は
部
屋
持
ち
の
女
郎
と
、
次
の
約
束
を
取
り
つ
け
、
半
可
通
の
男

を
仰
天
さ
せ
る
と
い
う
結
末
に
な
っ
て
い
る
�
。
こ
の
通
と
半
可
通
と
の
違
い
を
描
い
た
『
遊
子
方
言
』
は
大
ヒ
ッ
ト
し
、
そ
の
物
語
構

成
は
他
の
遊
里
に
も
適
用
さ
れ
て
い
く
。
深
川
の
遊
里
を
描
い
た
『
辰
巳
之
園
』（
明
和
七
年
）、
品
川
や
新
宿
の
岡
場
所
を
舞
台
に
し
た

『
南
江
駅
話
』（
明
和
七
年
）、『
甲
駅
新
話
』（
安
永
四
年
・
一
七
七
五
年
）、『
粋
町
甲
閨
』（
安
永
八
年
・
一
七
七
九
年
）
は
、
江
戸
市
中

の
別
の
遊
里
の
地
域
性
、
つ
ま
り
そ
の
遊
里
特
有
の
風
習
や
言
葉
遣
い
を
描
く
こ
と
で
、
通
人
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
満
た
し
て
い
っ

た
�
。
さ
ら
に
通
人
た
ち
の
地
域
性
に
対
す
る
好
奇
心
は
、
江
戸
市
外
に
も
広
が
っ
て
い
く
。『
世
説
新
語
茶
』（
安
永
六
年
頃
）
で
は
、

奥
州
侍
や
上
方
商
人
の
言
葉
の
お
か
し
さ
が
、『
軽
井
茶
話
道
中
粋
語
録
』（
安
永
八
・
九
年
頃
）
で
は
、
軽
井
沢
の
遊
里
の
特
異
な
風
習
や
江

戸
言
葉
を
知
ら
な
い
女
郎
の
お
か
し
さ
が
描
か
れ
、
江
戸
っ
子
で
あ
る
自
分
た
ち
の
自
負
と
他
の
地
方
の
文
化
に
対
す
る
好
奇
心
と
を
同

時
に
満
た
す
内
容
に
な
っ
て
い
る
�
。
こ
の
よ
う
に
安
永
期
洒
落
本
は
、
江
戸
っ
子
ら
し
い
「
通
」
な
生
き
方
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
と
比
較
対
照
さ
せ
る
形
で
地
方
文
化
へ
の
関
心
を
読
者
に
喚
起
し
た
�
。
こ
う
し
た
伝
統
の
延
長
線
上
に
天
明
期
の
『
御
存
知
商
売

物
』
は
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
地
方
文
化
へ
の
関
心
を
、
江
戸
中
期
の
産
業
構
造
の
変
化
か
ら
捉
え
る
考
察
も
あ
る
。
青
木
美
智
男
氏
は
、
寛
政
十
一
年

（
一
七
九
九
年
）
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
の
縮
に
関
す
る
記
述
が
、『
北
越
雪
譜
』
の
記
述
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
�
。
そ
の
う
え
で
、
宝
暦
期
か
ら
寛
政
期
に
か
け
て
地
方
文
化
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
理
由
を
、
物
産
会
な
ど
に
よ
る
新
発

見
の
産
物
の
効
能
を
確
か
め
る
時
代
か
ら
、
地
域
ご
と
に
産
業
技
術
を
競
い
あ
う
時
代
が
訪
れ
�
、
そ
の
こ
と
が
集
団
で
分
業
し
合
い
な

が
ら
働
い
て
い
る
無
名
の
人
々
に
対
す
る
関
心
を
高
め
た
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
�
。
広
島
の
牡
蠣
、
越
後
の
縮
、
伊
万
里
の
焼
物
と
い

っ
た
よ
う
な
地
域
ご
と
の
ブ
ラ
ン
ド
が
生
ま
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
�
。
こ
う
し
た
産
業
構
造
の
変
化
か
ら
、
都
市
の
文
化
人
た
ち

は
、
地
方
で
採
集
さ
れ
た
標
本
、
珍
品
、
考
古
学
的
遺
物
を
見
せ
合
う
こ
と
を
は
じ
め
、
持
ち
寄
っ
た
も
の
を
互
い
に
批
評
、
考
証
す
る

よ
う
に
な
る
。
木
内
石
亭
の
弄
石
社
や
山
崎
美
成
の
耽
奇
会
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
考
証
学
的
な
関
心
を
広
げ
る

形
で
、
通
人
た
ち
は
地
方
の
生
活
に
関
心
を
示
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
�
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、『
北
越
雪
譜
』
が
生
ま
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
京
伝
の
よ
う
な
通
人
が
、
地
方
文
化
に
対
し

て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
。
鈴
木
牧
之
が
『
北
越
雪
譜
』
の
草
稿
に
な
る
原
稿
を
山
東
京
伝
に
送

っ
た
の
は
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
六
年
）
か
ら
十
年
（
一
七
九
八
年
）
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
�
。
こ
の
と
き
牧
之
は
京
伝
宛
て
に
雪
に

関
す
る
原
稿
や
絵
図
だ
け
で
な
く
、
藁
沓
や
カ
ン
ジ
キ
の
な
ど
雪
中
用
具
の
雛
形
を
送
っ
て
お
り
、
京
伝
も
「
ま
の
あ
た
り
御
地
之
風
俗

ヲ
見
候
様
に
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
京
伝
も
ま
た
越
後
の
雪
や
雪
国
の
風
習
に
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
�
。
こ
の
雛
形
が
京
伝
を
動
か
し
た
の
か
、
こ
の
と
き
京
伝
は
牧
之
に
出
版
の
約
束
を
い
っ
た
ん
確
約
し
て
い
る
�
。
も
っ
と
も
こ
の

と
き
は
版
元
か
ら
巨
額
の
負
担
金
を
求
め
ら
れ
、
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
だ
が
	
、
結
果
的
に
こ
の
と
き
送
っ
た
雛
形
が
き
っ
か

け
と
な
っ
て
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
年
）
に
京
伝
の
弟
・
京
山
が
『
雪
譜
』
の
出
版
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る


。

さ
ら
に
『
北
越
雪
譜
』
が
生
ま
れ
た
理
由
を
も
う
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
天
明
期
に
な
っ
て
山
東
京
伝
の
よ
う
に
江
戸
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
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誇
り
と
し
、
江
戸
っ
子
気
質
を
如
何
な
く
表
現
で
き
る
人
た
ち
が
現
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
安
永
・
天
明
期

は
、
江
戸
が
上
方
の
文
化
的
支
配
を
離
れ
、
江
戸
独
自
の
感
性
を
、
明
確
に
自
覚
し
表
現
し
始
め
た
時
代
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
越
後
人

で
あ
る
鈴
木
牧
之
の
目
に
は
、
江
戸
の
地
域
性
や
そ
こ
に
住
む
人
々
の
気
質
が
、
そ
れ
が
そ
れ
と
し
て
肯
定
さ
れ
、
独
自
の
地
位
を
確
立

し
た
も
の
の
よ
う
に
映
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
越
後
に
は
越
後
の
地
域
性
が
あ
り
、
越
後
人
独
特
の
気
質
が
あ

る
は
ず
だ
。『
北
越
雪
譜
』
の
問
題
意
識
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
、
つ
ま
り
越
後
の
地
域
性
と
越
後
人
の
気
質
を
捉
え
る
こ
と
に
収
斂
さ

れ
る
�
。
そ
し
て
そ
の
越
後
の
地
域
性
や
越
後
人
の
気
質
の
源
泉
が
、「
雪
」
と
い
う
自
然
現
象
に
あ
る
と
、
牧
之
は
見
て
取
っ
た
の
で

た
の
し
む
く
る
し
む

う
ん
で
い

あ
る
�
。
鈴
木
牧
之
は
『
北
越
雪
譜
』
の
冒
頭
で
、
江
戸
と
越
後
で
は
初
雪
を
見
た
と
き
、「
楽
と
苦
と
雲
泥
の
ち
が
い
」（
２４
）
が
あ
る

と
江
戸
と
の
比
較
に
捉
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
江
戸
と
越
後
と
の
違
い
を
、
地
域
的
な
観
点
で
捉
え
よ
う
と
す
る
比
較
文
化
学
的
な
意

図
と
と
も
に
�
、
越
後
人
の
気
質
を
、
自
然
現
象
と
の
関
わ
り
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
自
然
地
理
学
的
な
意
図
も
う
か
が
え
る
。
次
の

章
で
は
ま
ず
牧
之
が
、
越
後
の
自
然
風
土
、
特
に
「
雪
」
が
、
越
後
の
地
域
性
に
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
か

を
考
察
し
、
越
後
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
へ
と
話
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
二
章

鈴
木
牧
之
の
二
つ
の
自
然
観
│
│
合
理
的
自
然
観
と
霊
的
自
然
観
│
│

雪
と
越
後
の
人
々
の
生
活
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
も
、
多
少
述
べ
た
が
、
こ
の
章
で
は
も
う
少
し
掘

お
よ
そ

あ
い
だ

み

わ
づ
か

り
下
げ
て
検
討
し
た
い
。
牧
之
に
よ
れ
ば
、
越
後
で
は
「
雪
中
に
在
る
事
凡
八
ヶ
月
一
年
の
間
雪
を
看
ざ
る
事
僅
に
四
ヶ
月
」（
３１
）
で

ろ

じ
ん
か

う
づ
め

い
づ

と
こ
ろ

ち
か
ら
つ
よ

い
く
ま
ん
き
ん

お
も
さ

あ
り
、
い
っ
た
ん
雪
が
降
り
始
め
れ
ば
、「
家
の
用
路
を
塞
ぎ
人
家
を
埋
て
人
の
出
べ
き
処
も
な
く
力
強
き
家
も
幾
万
斤
の
雪
の
重
量
に

お
し
く
だ
か
れ

ゆ
き
ふ
る

さ
か
ん

ひ
る

あ
ん

押
碎
ん
を
お
そ
る
ゝ
ゆ
ゑ
」（
２６
）、
雪
堀
（
雪
か
き
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
特
に
「
雪
下
事
盛
な
る
時
は
」、「
昼
も
暗
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や

と
も
し
び

て
ら

よ
る
ひ
る

や
う
や
く

や
み

ほ
り

わ
づ
か

夜
の
ご
と
く
燈
火
を
照
し
て
家
の
内
は
夜
昼
わ
か
た
ず
」
と
い
う
状
態
に
な
る
た
め
に
、「
漸
雪
の
止
み
た
る
時
、
雪
を
掘
て
僅
か
に
小

ま
ど

あ
か
り

こ
う
み
や
う
か
く
や
く

窗
を
開
き
、
明
を
ひ
く
時
は
、
光
明
赫
奕
た
る
佛
の
国
に
生
た
る
こ
ゝ
ち
」（
３１
│
３２
）
が
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
越
後
の

雪
は
、
人
々
の
生
活
を
室
内
に
押
し
込
め
、
朦
々
と
し
た
気
分
に
さ
せ
る
の
だ
が
一
方
で
、
そ
の
雪
が
越
後
の
名
産
を
生
み
出
し
て
い
る

点
に
も
、
牧
之
は
注
目
し
て
い
る
。
越
後
縮
で
あ
る
。

め
い
さ
ん

わ
が
す
む
う
を
ぬ
ま
こ
お
り

ぐ
ん

さ
ん
ぶ
つ

牧
之
は
「
縮
は
越
後
の
名
産
に
し
て
普
く
世
に
知
る
処
な
れ
ど
」、「
さ
に
あ
ら
ず
我
住
魚
沼
郡
一
郡
に
か
ぎ
れ
る
産
物
也
」
と
誇
ら

か
ら
む
し

わ
づ
か

お

た
び

は
た
ら
か

し
げ
に
書
い
て
い
る（
７１
）。
越
後
縮
は
、
苧
麻
か
ら
繊
維
を
取
り
出
し
て
糸
に
し
、「
僅
に
一
尺
あ
ま
り
織
る
に
も
九
百
二
十
度
手
を
動

す
」（
７５
）
と
い
う
「
織
り
」
の
工
程
を
経
て
、
さ
ら
に
織
り
あ
が
っ
た
反
物
を
雪
の
上
で
晒
し
上
げ
る
こ
と
で
完
成
す
る
。
特
に
こ
の

く
し
ん
ろ
う
は
ん

糸
に
し
、
反
物
に
織
り
上
げ
る
工
程
は
、
雪
深
い
家
内
で
女
性
が
担
当
し
、
牧
之
も
「
苦
心
労
繁
お
も
ひ
は
か
る
べ
し
」（
７５
）�
と
述
べ

は
た
お
り
を
ん
な

て
い
る
。
牧
之
は
終
生
「
忍
」
を
も
っ
て
自
ら
の
生
活
信
条
と
し
た
が
�
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
織
婦
た
ち
の
苦
労
を
自
ら
の
目
で
見
て

い
た
こ
と
も
大
き
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
７５
）。
一
方
、
越
後
縮
が
「
雪
」
と
い
う
自
然
現
象
抜
き
に
成
立
し
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ

こ
も

お

て
ん
ね
ん

し
め
り
け

る
。
例
え
ば
、
麻
の
繊
維
は
、「
雪
中
に
篭
り
居
る
天
然
の
濕
気
」
が
な
け
れ
ば
撚
っ
て
い
る
途
中
で
折
れ
て
し
ま
う
し
（
７４
）、
ま
た

雪
上
に
さ
ら
す
工
程
な
し
に
は
、
縮
を
水
晶
が
輝
く
よ
う
に
白
く
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
８４
）。
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
「
越
後
縮
は

き
り
よ
く
あ
ひ
な
か
ば

雪
と
人
と
気
力
相
半
し
て
」
の
名
産
な
の
で
あ
る
（
７４
）。

ご
く
ひ
ん

あ
つ
ら
ひ
も
の

だ
れ
�
�

縮
の
中
で
も
御
用
縮
�
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、「
極
品
の
誂
物
」
で
、
特
定
の
「
誰
ゝ
と
指
に
を
ら
る
ゝ
」
上
手
が
担
当
し
た

（
７８
）�
。
御
用
縮
を
折
る
場
所
は
、
御
機
屋
と
呼
ば
れ
、
住
ま
い
の
中
で
な
る
べ
く
煙
の
入
ら
な
い
一
間
が
選
ば
れ
た
。
そ
こ
に
は
新
し

し
お
ご

り

て
あ
ら
い
く
ち
そ
ヽ

い
筵
が
敷
か
れ
、
四
方
に
は
注
連
縄
を
張
ら
れ
、「
衣
服
を
あ
ら
た
め
、
塩
垢
離
を
し
、
盥

漱
」
い
だ
織
手
で
な
け
れ
ば
入
る
こ
と
が

た
ち
ま
ち
あ
ふ
む
き

た
ふ

お
ち
ち

は
き

た
え
い
り

で
き
な
か
っ
た
（
７９
）。『
北
越
雪
譜
』
に
は
、
身
が
穢
れ
た
ま
ま
御
機
屋
に
入
っ
た
娘
が
、「
倏
急
仰
向
に
倒
れ
落
血
を
吐
て
絶
入
」

い
ま
す

お
そ
れ
う
や
ま

（
８０
）
っ
た
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
「
神
の
在
が
ご
と
く
畏
尊
」（
７９
）
わ
れ
た
場
所
だ
っ
た
の
あ
る
。
他
に
も
晒
し
の
工
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程
を
担
当
す
る
も
の
（
晒
人
）
も
、
反
物
を
晒
す
前
に
身
を
清
め
て
い
る
な
ど
、
縮
の
生
産
が
単
に
商
品
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る

種
、
神
聖
な
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
�
。

雪
は
確
か
に
、
越
後
の
人
々
の
行
動
を
制
限
し
、
心
を
朦
々
と
さ
せ
悲
し
ま
せ
る
（
３１
、
２５
）。
し
か
し
「
雪
」
が
止
ん
だ
と
き
、
小

こ
う
み
や
う
か
く
や
く

窗
を
開
き
、
明
か
り
が
射
し
こ
ん
で
き
た
様
は
「
光
明
赫
奕
佛
の
国
に
生
た
る
こ
ゝ
ち
」（
３１
│
３２
）
が
す
る
し
、
晒
し
終
え
る
直
前
の

き
よ
く
せ
つ
へ
い
し
や
う

つ
ら
ね

す
い
し
や
う
は
く
ふ

縮
が
、
朝
日
が
赤
々
と
照
ら
し
だ
さ
れ
る
景
色
は
「
玉
屑
平
上
に
列
た
る
水
晶
白
布
」（
８５
）
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た

だ
ん

ふ
う
が
じ
ん

雪
国
独
特
の
景
色
を
、
牧
之
は
「
雪
に
ま
れ
な
る
暖
国
の
風
雅
人
に
見
せ
た
く
ぞ
お
も
は
る
ゝ
」（
８５
）
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
「
雪
」
を
、
人
間
と
霊
的
な
世
界
と
を
つ
な
ぐ
媒
介
と
み
な
そ
う
と
す
る
牧
之
の
姿
が
あ
る
。

こ
の
越
後
縮
に
つ
い
て
の
解
説
に
は
、
牧
之
と
い
う
人
間
が
も
っ
て
い
た
二
つ
の
視
点
が
、
よ
く
表
れ
て
い
る
。
一
つ
は
越
後
の
商
人

と
し
て
身
に
着
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
合
理
的
な
視
点
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
の
合
理
性
を
は
み
出
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
霊
的
な
視

わ
づ
か

お

た
び

は
た
ら
か

こ
も

お

点
で
あ
る
。「
僅
に
一
尺
あ
ま
り
織
る
に
も
九
百
二
十
度
手
を
動
す
」（
７５
）
と
い
う
記
述
や
、
麻
の
繊
維
を
撚
る
に
は
「
雪
中
に
篭
り
居

て
ん
ね
ん

し
め
り
け

る
天
然
の
濕
気
」（
７４
）
が
必
要
だ
と
い
う
文
章
に
は
、
牧
之
の
合
理
的
な
精
神
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
一
方
、
雪
が
止
ん
で
窓
に
明
か

こ
う
み
や
う
か
く
や
く

り
を
引
い
た
と
き
「
光
明
赫
奕
佛
の
国
に
生
た
る
こ
ゝ
ち
」（
３１
│
３２
）
が
す
る
と
言
っ
た
り
、
朝
日
に
赤
々
と
照
ら
し
だ
さ
れ
た
縮
を

き
よ
く
せ
つ
へ
い
し
や
う

つ
ら
ね

す
い
し
や
う
は
く
ふ

み
て
「
玉
屑
平
上
に
列
た
る
水
晶
白
布
」（
８５
）
の
よ
う
に
見
え
る
と
述
べ
て
い
る
箇
所
は
、
牧
之
が
自
ら
の
住
む
世
界
を
宗
教
的
・

霊
的
に
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
物
の
見
方
は
、
牧
之
の
自
然
観
を
支
え
る
二
つ
の
視
点
で
も
あ
る
。

本
論
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
合
理
的
な
自
然
観
の
例
と
し
て
は
「
雪
中
の
洪
水
」
の
例
を
、
霊
的
な
自
然
観
の
例
と
し
て
は
「
浦
佐
の
堂

押
」
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
満
足
し
た
い
と
思
う
。

み
づ
あ
が
り

「
雪
中
の
洪
水
」
は
、「
水
揚
」
と
も
呼
ば
れ
、
初
雪
や
仲
春
の
頃
に
、
突
然
、
宿
場
町
を
襲
う
水
害
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
初

ひ
く
き

う
し
ほ

雪
の
水
揚
の
例
に
し
ぼ
っ
て
話
を
進
め
た
い
。
牧
之
に
よ
れ
ば
、
雪
中
の
洪
水
の
あ
り
様
は
、「
水
は
低
に
随
て
潮
の
ご
と
く
お
し
き
た
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か
な
い

き
や
う
き

か
ざ
い

な
が

て
あ
た
り

と
り
の
く

を
ん
な
わ
ら
べ

な
き
さ
け

こ
ゑ
あ
る
ひ

り
」、「
家
内
の
男
女
狂
気
の
ご
と
く
駈
ま
は
り
て
家
財
を
水
に
流
さ
じ
と
手
當
し
だ
い
に
取
退
る
」（
３３
）。「
女
童
の
泣
叫
ぶ
声
或
は

と
ほ

ち
か

せ
つ
く
わ
う
あ
ん
や

て
ら

な
が
る

遠
く
或
は
近
く
」、「
雪
光
暗
夜
を
照
し
て
水
の
流
る
あ
り
さ
ま
、
お
そ
ろ
し
さ
い
は
ん
か
た
な
し
」（
３３
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う

こ
う
す
ゐ

か
ん
な
ん
だ
ん
ち

あ
は
れ
み

に
洪
水
の
害
に
つ
い
て
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
語
り
、「
雪
中
の
洪
水
寒
国
の
艱
難
暖
地
の
人
憐
給
へ
か
し
」（
３７
）
と
言
い
な
が
ら
、
牧
之

は
一
方
で
、
こ
の
洪
水
が
一
夜
の
大
雪
に
よ
っ
て
川
の
水
源
が
塞
が
れ
る
た
め
に
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
宿
場
の
駅
は
、
人
の
往
来
の
た

い
く

つ
く

め
に
雪
が
踏
ま
れ
て
低
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
水
が
流
れ
込
む
の
だ
と
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
（
３６
）。
し
か
も
「
幾
百
人
の
力
を
尽

す
い
だ
う

か
ざ
い

な
が

あ
る
ひ

で
き
し

し
て
水
道
を
ひ
ら
か
ざ
れ
ば
家
財
を
流
し
或
は
溺
死
に
お
よ
ぶ
も
あ
り
」（
３６
）
と
、
そ
の
対
策
ま
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
自
然
現
象
を
合
理
的
か
つ
客
観
的
に
分
析
す
る
視
点
は
、
鈴
木
牧
之
が
本
来
、
縮
の
仲
買
い
や
質
屋
を
営
む
有
力
な
商
人
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
雪
中
の
洪
水
に
対
し
て
対
策
を
示
す
と
こ
ろ
な
ど
は
、
牧
之
が
文
政
五
年
以
降
、
町
年
寄
格
を
申
し

つ
け
ら
れ
て
い
た
村
の
名
士
と
し
て
の
自
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
�
。

し
か
し
一
方
で
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
合
理
的
に
考
え
る
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
安
定
な
自
然
環
境
の
中
で
も
生
き
て
い

た
。
特
に
天
明
の
飢
饉
以
降
、
越
後
は
し
ば
し
ば
厳
し
い
不
作
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
�
。
牧
之
も
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
年
）
の
凶
作

で
は
、
米
五
十
俵
の
安
売
り
を
行
い
、
文
政
三
年
に
は
会
津
藩
小
千
谷
陣
屋
の
求
め
に
応
じ
て
調
達
金
を
出
し
て
い
る
�
。
こ
う
し
た
合

理
的
な
自
然
観
で
は
捉
え
き
れ
な
い
自
然
現
象
を
説
明
す
る
の
に
、
牧
之
が
用
い
る
の
が
、
霊
的
あ
る
い
は
呪
術
的
な
自
然
観
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
例
と
し
て
「
浦
佐
の
堂
押
」
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。

『
北
越
雪
譜
』
の
二
編
一
之
巻
に
は
、
毎
年
正
月
三
日
に
新
潟
県
南
魚
沼
市
浦
佐
で
今
日
も
行
わ
れ
て
い
る
「
浦
佐
の
堂
押
」（
２０７
│

２１２
）
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
こ
の
行
事
は
、
浦
佐
地
区
に
あ
る
普
賢
寺
の
毘
沙
門
堂
に
大
人
数
の
男
女
で
入
り
込
み
、「
サ
ン

ヨ
ウ
�
�
」
の
か
け
声
に
「
ヲ
ヽ
サ
イ
コ
ウ
サ
イ
」
と
答
え
な
が
ら
、
北
か
ら
南
、
西
か
ら
東
へ
と
押
し
た
り
引
い
た
り
す
る
も
の
だ
っ

き
り

い

き

た
（
２１０
）。
こ
の
と
き
、
堂
内
は
「
錐
を
た
つ
る
の
地
な
し
」（
２１０
）
と
い
う
ほ
ど
人
で
満
ち
溢
れ
、「
此
諸
人
の
氣
息
正
月
三
日
の
寒
気

『北越雪譜』にみる自然と崇高 ― ２８０ ―



け
ふ
り

き
り

つ
ゆ

ふ
り

は

ふ

ゆ
ゑ
烟
の
ご
と
く
霧
の
ご
と
く
（
中
略
）
屋
根
う
ら
に
露
と
な
り
て
雨
の
ご
と
く
降
、
人
気
破
風
よ
り
も
れ
て
雲
の
立
ち
の
ぼ
る
が
如

さ
さ
ら

や
ま
お
と
こ

し
」（
２１０
）
と
い
う
あ
り
様
だ
っ
た
。
特
に
こ
の
行
事
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
手
に
簓
を
持
っ
た
山
長
と
い
う
人
物
が
肩
車
を
さ
れ
て
堂
内
に

お
ん
さ
き

く
ろ
く
も

さ
が
つ

入
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
山
長
が
「
毘
沙
門
さ
ま
の
御
前
に
黒
雲
が
降
た
モ
ウ
」
と
大
声
で
言
う
と
、
堂
内
の
大
衆
が
「
な
ん
だ
と
て
さ
が

よ
ね

つ
た
モ
ウ
」
と
答
え
、
そ
れ
に
対
し
て
再
び
山
長
が
「
米
が
ふ
る
と
て
さ
が
つ
た
モ
ウ
」
と
答
え
る
（
２１２
）。
こ
の
と
き
山
長
の
も
っ
て

さ
さ
ら

い
る
簓
が
堂
内
に
落
ち
る
と
凶
作
に
な
る
と
い
う
の
で
、
堂
内
の
人
間
は
こ
の
肩
車
さ
れ
た
人
物
を
外
へ
外
へ
と
押
し
出
そ
う
と
し
た

（
２１２
）。
こ
の
山
長
と
堂
内
の
大
衆
の
や
り
と
り
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
堂
押
と
い
う
行
事
は
、
来
る
べ
き
夏
が
十
分
に
暑
く
、

豊
か
な
雨
の
恵
み
に
も
め
ぐ
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
民
俗
学
的
に
言
え
ば
、
穀
物
の
豊
穣
を
願
う
予
祝
行
為

で
あ
る
�
。
ま
た
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
『
蛇
儀
礼
』
に
従
っ
て
い
え
ば
、
象
徴
的
な
舞
踏
に
よ
る
豊
穣
祈
願
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
�
。

こ
の
行
事
は
実
際
、『
北
越
雪
譜
』
の
初
編
巻
之
上
の
冒
頭
、「
地
気
雪
と
成
る
弁
」（
１７
│
１８
）
で
、
牧
之
自
身
が
主
張
し
た
自
然
観

ち
ち
ゆ
う
ふ
か

あ
た
た
か
な
る
き

ち
ち
ゆ
う

お
ん
き

と
見
事
に
符
合
し
て
い
る
。「
地
気
雪
と
成
る
弁
」
で
は
、「
地
中
深
け
れ
ば
、
か
な
ら
ず
温

気
あ
り
。（
中
略
）
雲
は
地
中
の
温
気

お
こ

ゆ

げ

わ
か
し

ゆ

げ

た
つ

く
も
あ
た
た
か

の
ぼ

れ
い

よ
り
生
ず
る
物
ゆ
ゑ
に
其
起
る
形
は
湯
気
の
ご
と
し
、
水
を
沸
て
湯
気
の
起
と
同
じ
事
也
。
雲
温
な
る
気
を
以
て
天
に
升
り
、
そ
の
冷

さ
い

あ
た
た
か

き
き
え

際
に
い
た
れ
ば
温
な
る
気
消
え
て
雨
と
な
る
」（
１８
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
地
中
に
は
水
を
蒸
発
さ
せ
る
熱
が
あ
り
、
そ
の
熱
が
水

を
蒸
発
さ
せ
雲
を
作
る
一
方
、
地
中
か
ら
離
れ
て
冷
え
た
蒸
気
は
再
び
雨
と
な
っ
て
地
上
に
降
り
注
ぐ
と
い
う
循
環
的
な
自
然
観
が
語
ら

こ
れ

こ
き
う

い

き

ち
ゆ
う
や
か
た
と
き

た
ゆ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
循
環
的
な
自
然
観
は
「
是
天
地
の
呼
吸
な
り
。
人
の
気
息
の
ご
と
く
昼
夜
庁
時
も
絶
る
事
な
し
」（
１７
）
と

は
だ
へ
あ
た
た
か

に
く

ひ
や
や

ざ
う
ふ

ね
つ

お
な

だ
う

人
の
呼
吸
に
も
見
立
て
ら
れ
る
。
ま
た
天
に
温
冷
熱
の
三
つ
の
状
態
が
あ
る
の
は
「
人
の
肌
は
温
に
肉
は
冷
か
臓
腑
は
熱
す
る
と
同
じ
道

り理
也
」（
１８
）
と
自
分
た
ち
の
住
む
世
界
が
、
あ
る
種
巨
大
な
人
体
の
う
え
に
あ
る
も
の
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
牧
之
の

こ
れ
よ

は
つ
め
い

自
然
観
と
全
く
同
じ
も
の
を
、
当
時
の
越
後
の
民
衆
も
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
「
是
余
が
發
明
に
あ
ら
ず
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し
よ
し
よ

さ
ん
け
ん

せ
つ

諸
書
に
散
見
し
た
る
古
人
の
説
也
」（
１８
）
と
書
物
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
牧
之
自
身
、
告
白
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
し
た

人
体
を
モ
デ
ル
に
し
た
世
界
観
を
念
頭
に
置
か
な
い
限
り
、「
浦
佐
の
堂
押
」
と
い
う
行
事
は
、
予
祝
行
為
と
し
て
成
立
し
な
い
し
、
予

祝
行
為
と
し
て
成
立
し
な
い
行
事
が
、
今
日
ま
で
生
き
続
け
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
恐
ら
く
越
後
の
民
衆
も
あ
る
程
度
ま
で
、
牧
之

こ
き
ふ

ば
ん
ぶ
つ

そ
だ
つ
る

き
ち
ゆ
う
ば
ん
ぶ
つ

せ
い
い
く

と
同
じ
よ
う
な
自
然
観
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。「
天
地
呼
吸
し
て
萬
物
を
生
育
也
」（
１７
）、「
気
中
萬
物
の
生
育

こ
と
�
�

き
か
く

し
た
が

悉
く
天
地
の
気
格
に
随
ふ
ゆ
ゑ
也
」（
１８
）
と
牧
之
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
水
を
循
環
さ
せ
て
い
る
巨
大
な
生
命
の
中
で
自
分
も
生
か

さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
も
ち
な
が
ら
越
後
の
人
た
ち
は
日
々
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
浦
佐
の
堂
押
に
限
ら
ず
、
牧
之
の
心
霊
的
な
現
象
に
対
す
る
関
心
は
非
常
に
強
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
狐
火
」、「
竜
燈
」、

「
夜
光
玉
」
と
い
っ
た
心
霊
現
象
や
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
化
石
に
変
え
て
し
ま
う
「
化
石
渓
」、
地
下
の
マ
グ
マ
を
実
際
に
目
に
す
る
こ
と

の
で
き
る
「
地
獄
谷
の
火
」、
ミ
イ
ラ
に
な
る
こ
と
で
四
百
年
以
上
そ
の
姿
を
留
め
て
い
る
「
弘
智
法
印
」
の
遺
体
な
ど
に
は
、
合
理
的

に
説
明
で
き
な
い
不
可
解
な
現
象
を
、
霊
的
な
視
点
で
読
み
解
こ
う
と
す
る
牧
之
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は

『
北
越
雪
譜
』
が
、
奇
談
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
延
長
線
上
に
生
ま
れ
、
江
戸
の
好
事
家
た
ち
の
関
心
を
引
く
た
め
に
選
ば
れ
た
面
も

あ
る
の
だ
が
�
、
一
方
で
牧
之
自
身
も
そ
う
し
た
霊
的
な
テ
ー
マ
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
�
。
例
え
ば
、
鈴
木
牧
之
は

文
化
八
年
に
友
人
と
苗
場
山
に
登
っ
た
と
き
の
こ
と
を
「
苗
場
山
記
行
」
と
し
て
書
き
残
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
苗
場
山
の
頂
上
を
、

一
種
の
神
仙
世
界
（
高
天
原
）
と
み
な
す
こ
と
で
自
ら
の
感
動
を
書
き
記
し
て
い
る
�
。
ま
た
磯
部
定
治
氏
も
、
牧
之
の
句
集
で
あ
る

『
秋
月
庵
発
句
集
』
の
分
析
か
ら
、
牧
之
が
仏
道
に
帰
依
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
、
仏
教
へ
の
篤
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘

こ
う
み
や
う
か
く
や
く

さ
れ
て
い
る
�
。
こ
の
仏
教
へ
の
思
い
入
れ
は
『
北
越
雪
譜
』
で
も
、
雪
が
止
み
小
窓
を
開
け
た
と
き
、「
光
明
赫
奕
た
る
佛
の
国
に
生

た
る
こ
ゝ
ち
」（
３１
│
３２
）
が
す
る
と
述
べ
た
表
現
の
う
ち
に
も
読
み
取
れ
る
し
、「
寒
行
の
威
徳
」
で
も
、
雪
中
で
厳
し
い
修
行
に
勤
し

ん
だ
行
者
に
は
、
著
し
い
利
益
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
（
１４１
）。
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以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
鈴
木
牧
之
は
、
二
つ
の
自
然
観
を
持
っ
て
い
た
。
一
つ
は
、
雪
中
の
洪
水
に
代
表
さ
れ
る
合
理
的
自
然
観
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
霊
的
・
呪
術
的
な
自
然
観
で
あ
る
。
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
自
然
観
が
、
牧
之
の
内
面
の
中
で
は
見
事
に
溶
け
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
牧
之
の
内
面
を
探
る
こ
と
は
、
牧
之
の
よ
う
な
前
│
近
代
人
の
中
で
合
理
的
な
物
の
見
方
と
霊
的
・
宗
教
的

な
見
方
が
、
ど
の
よ
う
に
内
面
的
に
調
和
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
に
も
な
る
�
。
こ
の
よ
う
に
『
北
越
雪
譜
』
は
、
単
に
越

後
の
一
文
人
の
残
し
た
随
筆
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
日
本
の
近
代
の
問
題
を
探
る
重
要
な
資
料
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
「
剛
気
」
へ
の
憧
れ

第
二
章
ま
で
の
議
論
を
読
ん
だ
読
者
の
中
に
は
、
牧
之
た
ち
江
戸
時
代
の
越
後
人
は
、
雪
に
う
ず
も
れ
耐
え
忍
び
、
時
に
心
霊
的
な
現

象
に
驚
き
つ
つ
、
神
頼
み
を
し
て
い
た
弱
々
し
い
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な

い
。
鈴
木
牧
之
が
研
究
家
で
あ
る
高
橋
実
氏
は
、
牧
之
は
越
後
人
の
生
き
方
の
中
に
「
剛
気
」
と
い
う
生
活
理
念
を
見
出
し
、
そ
れ
に
憧

れ
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
「
剛
気
�
」
と
は
一
体
な
ん
な
の
か
。
高
橋
氏
は
「
夜
光
玉
」
の
話
を
取
り
上
げ
な
が
ら
そ

れ
を
説
明
し
て
い
る
。「
夜
光
玉
」
と
は
、
夜
に
な
る
と
光
り
出
す
不
思
議
な
石
で
、
牧
之
は
そ
の
話
を
複
数
、
記
載
し
て
い
る
の
だ
が
、

高
橋
氏
は
大
鳥
川
の
夜
光
玉
の
話
に
注
目
し
て
い
る
。
大
鳥
川
と
い
う
渓
川
に
夜
な
夜
な
光
る
も
の
が
あ
っ
て
人
々
は
恐
れ
て
近
づ
か
な

が
う
き

ば
け
も
の

た
い

い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
鍛
冶
の
兄
弟
が
、「
剛
気
な
る
も
の
ゆ
ゑ
か
の
光
り
物
を
見
き
は
め
、
も
し
妖
怪
な
ら
ば
退

ぢ治
し
て
」（
２３２
）
し
ま
お
う
と
川
に
向
か
う
。
実
際
、
川
に
行
く
と
松
明
を
振
っ
て
も
光
る
も
の
は
な
く
、
た
だ
の
噂
か
と
帰
ろ
う
と
し

に
は
か

こ
う
み
や
う

は
な

た
と
き
、「
水
上
俄
に
光
明
を
放
つ
」（
２３２
）
も
の
が
あ
っ
た
。
す
か
さ
ず
二
人
は
飛
び
込
ん
で
光
る
も
の
を
手
に
入
れ
る
と
く
く
り
枕
ほ

ど
の
夜
光
玉
だ
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
こ
の
玉
は
、
夜
に
な
る
と
光
り
だ
し
、
家
の
宝
と
し
て
近
所
で
も
評
判
に
な
っ
た
が
、
弟
が
家
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を
出
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
ど
ち
ら
の
も
の
か
で
揉
め
事
が
起
こ
っ
た
。
そ
こ
で
二
つ
に
割
ろ
う
と
割
っ
た
と
こ
ろ
、
石
の
中
に

あ
っ
た
水
が
飛
び
散
り
、
二
度
と
光
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
２３３
）。

高
橋
氏
は
こ
の
話
を
「
せ
っ
か
く
の
剛�

気�

が
、
自
分
た
ち
の
醜
い
欲
望
に
負
け
た
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
」（
傍
点
筆
者
）
話
だ
と
し
、

剛
気
を
「
因
習
、
俗
信
、
恐
怖
と
い
っ
た
人
間
の
心
を
制
約
す
る
も
の
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
大
胆
に
、
思
い
切
っ
て
、
血
路
を
切
り
開

い
て
い
こ
う
と
す
る
」
あ
り
方
だ
と
総
括
し
て
い
る
�
。
も
う
一
つ
「
雪
中
の
幽
霊
」
の
話
を
挙
げ
よ
う
。

こ
の
話
に
は
、
無
学
で
は
あ
っ
た
が
そ
の
行
は
碩
僧
に
も
劣
ら
な
か
っ
た
源
教
と
い
う
僧
侶
が
、
登
場
す
る
。
あ
る
年
、
源
教
は
、
寒

念
仏
行
の
満
願
の
日
に
、
橋
か
ら
落
ち
て
死
ん
だ
「
菊
」
と
い
う
名
の
幽
霊
と
出
会
う
。
菊
の
話
で
は
、
今
日
は
四
十
九
日
の
待
夜
な
の

に
一
掬
い
の
水
さ
え
手
向
け
る
人
が
い
な
い
。
源
教
が
回
向
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
仏
果
は
得
た
け
れ
ど
も
、
黒
髪
が
障
り
と
な
っ
て
成

そ
り

あ

仏
で
き
な
い
。
ど
う
か
「
�
く
ろ
か
み
を
剃
こ
ぼ
し
て
玉
は
れ
か
し
」（
１４４
）
と
さ
め
ざ
め
と
泣
く
。
源
教
は
、
普
通
の
人
な
ら
ば
「
吁

に
ぐ

と
い
ひ
て
逃
ぐ
べ
き
」
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
な
ら
ば
、
あ
す
の
夜
自
分
の
住
む
関
山
の
庵
に
来
な
さ
い
と
菊
を
誘
う
。

げ
ん
け
う

次
の
日
、
新
薦
を
敷
い
て
待
っ
て
い
る
と
菊
は
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
や
っ
て
き
て
仏
の
前
に
頭
を
垂
れ
て
い
た
。「
さ
す
が
の
源
教

ぞ
つ
と

い
う
れ
い

や
せ

て

あ
は

ほ
と
け

も
戦
慄
せ
し
が
、
心
し
づ
め
て
よ
く
こ
そ
き
た
り
つ
れ
」（
１４８
）
と
言
い
、
髪
を
剃
っ
て
や
る
と
「
幽
霊
は
白
く
痩
た
る
掌
を
合
せ
佛
を

を
が

し
だ
い

う
す

拝
み
つ
ゝ
す
が
た
次
第
に
薄
く
な
る
と
み
え
し
が
き
え
う
せ
け
り
」（
１４８
）
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
後
、
菊
の
こ
と
を
知
る
近
隣
の
人

ど
う
し

は
、
源
教
か
ら
菊
の
髪
を
も
ら
っ
て
供
養
塔
を
立
て
た
。
そ
の
際
、
源
教
は
導
師
を
頼
ま
れ
た
の
だ
が
、「
か
か
る
�
の
導
師
た
ら
ん
は

と
こ
ろ

我
が
及
ぶ
�
に
あ
ら
ず
」（
１５５
）
と
丁
重
に
辞
退
し
て
い
る
。
高
橋
氏
は
、
源
教
の
剛
気
と
と
も
に
そ
の
謙
虚
な
人
柄
こ
そ
が
、
牧
之
を

惹
き
つ
け
た
と
す
る
�
。

高
橋
氏
は
「
寺
の
雪
頽
」、「
熊
人
を
助
」、「
御
機
屋
の
霊
威
」、「
北
高
和
尚
」、「
異
獣
」
の
話
に
も
剛
気
な
人
間
の
あ
り
様
を
認
め
、

俗
信
や
恐
怖
を
乗
り
越
え
て
、
勇
気
を
も
っ
て
困
難
を
乗
り
越
え
て
い
く
剛
気
な
人
々
の
生
き
方
に
、
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
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と
指
摘
す
る
�
。
し
か
し
そ
れ
は
牧
之
が
現
実
の
商
人
と
し
て
は
、
王
法
や
家
業
を
守
る
た
め
に
自
ら
の
欲
望
を
抑
え
る
「
忍
」（「
躬
慎

む
」）
の
生
き
方
に
徹
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
願
望
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
�
。
一
般
に
奇
談
随
筆
の
中
に
登
場
す
る
剛
気
な
人
物

は
、
神
の
た
た
り
を
恐
れ
ぬ
「
暴
悪
」
な
も
の
、
あ
る
い
は
社
会
の
掟
を
破
る
極
悪
者
と
し
て
描
か
れ
る
�
。
し
か
し
牧
之
の
著
作
で

は
、
強
い
意
志
で
困
難
や
恐
怖
を
乗
り
越
え
た
英
雄
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
が
、
特
徴
的
な
の
で
あ
る
�
。

現
在
で
も
新
潟
の
方
言
で
「
剛
気
だ
ね
え
」
と
い
う
と
「
強
い
ね
え
」、「
が
ん
ば
っ
て
る
ね
え
」
と
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ

る
�
。
長
年
、
新
潟
で
牧
之
研
究
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
高
橋
氏
も
、
こ
の
「
剛
気
」
と
い
う
言
葉
の
持
っ
て
い
る
肯
定
的
な
語
感
が
、

『
北
越
雪
譜
』
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
剛
気
」
と
い
う
言
葉
の
特
別
な
使
い
方
に
注
目
し
つ
つ
、

『
北
越
雪
譜
』
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
剛
気
が
、
江
戸
の
通
や
粋
に
対
応
す
る
越
後
の
美
的
生
活
理
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。お

わ
り
に
│
│
『
北
越
雪
譜
』
に
み
る
崇
高
の
意
義
│
│

最
後
に
『
北
越
雪
譜
』
の
美
学
的
な
評
価
を
し
て
本
論
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。『
北
越
雪
譜
』
全
編
を
通
し
て
感
じ
る
の
は
、

や
は
り
鈴
木
牧
之
が
カ
ン
ト
の
い
う
「
崇
高
（Erhabenes

）」
の
感
情
を
強
く
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
で
、
私
た
ち
の
理
論
的
な
自
然
認
識
は
、
時
間
、
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
形
式
に
基
づ
い
て
構
成
さ

れ
て
お
り
、
物
自
体
や
ま
っ
た
き
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
�
。
ま
た
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
道
徳
的
法
則
は
直

接
に
意
志
を
規
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
自
己
を
自
由
な
理
性
的
主
体
と
し
て
確
立
す
る
た
め
に
、
人
間
の
内
的
自
然

を
犠
牲
に
す
る
よ
う
求
め
た
�
。
さ
ら
に
こ
の
二
つ
の
批
判
を
発
展
さ
せ
る
形
で
、
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
の
中
で
、
自
由
な
理
性
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的
主
体
を
、
外
的
、
内
的
自
然
双
方
と
和
解
さ
せ
よ
う
と
し
�
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、「
美
」
と
「
崇
高
」
と
い
う
概
念

を
提
示
し
た
。
と
り
わ
け
崇
高
と
は
、
も
と
も
と
合
目
的
性
を
も
っ
て
い
る
自
然
美
と
は
違
い
�
、
自
然
が
「
最
も
狂
暴
で
、
最
も
不
規

則
な
混
乱
や
荒
廃
の
中
で
、
そ
の
巨
大
さ
や
力
の
み
を
見
せ
�
」
る
こ
と
で
、
我
々
自
身
の
内
面
に
存
在
す
る
自
然
か
ら
独
立
し
た
合
目

的
性
を
感
得
さ
せ
�
、
よ
り
高
い
合
目
的
性
を
含
む
よ
う
な
理
念
に
携
わ
る
よ
う
促
す
美
的
理
念
の
こ
と
だ
っ
た
�
。
こ
の
カ
ン
ト
の
い

う
「
最
も
狂
暴
で
、
最
も
不
規
則
な
混
乱
や
荒
廃
」
を
『
北
越
雪
譜
』
に
見
出
す
こ
と
は
た
や
す
い
。
と
い
う
の
も
「
雪
中
の
洪
水
」
や

「
雪
中
の
幽
霊
」
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
北
越
雪
譜
』
に
は
「
雪
」
と
い
う
理
不
尽
な
存
在
に
振
り
回
さ
れ
る
越
後
人
の
悲
哀
が
多
数
、

描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
雪
吹
に
焼
飯
を
売
」
と
い
う
話
は
、
山
中
で
偶
然
出
会
っ
た
農
民
と
苧
�
商
人
が
、
吹
雪
に
会
う
話
で
あ
る
。
商
人
は
目
的
地
の
柏

す
き
は
ら

さ
む
さ

た
へ

崎
ま
で
、
す
ぐ
に
着
く
だ
ろ
う
と
侮
っ
て
い
た
た
め
に
、
吹
雪
に
対
す
る
対
策
を
怠
り
「
空
腹
に
お
よ
ん
で
寒
に
堪
」
ら
れ
な
く
な
る
。

や
き
め
し

そ
こ
で
大
金
を
払
っ
て
農
民
か
ら
「
焼
飯
（
お
に
ぎ
り
）」
を
買
う
の
だ
が
、
結
局
生
き
残
っ
た
の
は
焼
飯
を
食
べ
た
商
人
の
方
で
、
農

か
の
と
き

を
し

か
わ

ふ
ぶ
き

う
え
じ
に

民
の
方
は
凍
死
し
て
し
ま
う
（
１８１
）。
そ
の
商
人
は
「
彼
時
我
六
百
の
銭
を
惜
み
焼
飯
を
買
ず
ん
ば
雪
吹
の
中
に
餓
死
せ
ん
こ
と
、
か
の

の
う
ふ
農
夫
が
如
く
な
る
べ
し
」（
１８２
）
と
笑
っ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
そ
う
し
た
悲
劇
を
笑
い
話
と
し
て
で
し
か
話
せ
な
い
ほ
ど
、
吹
雪
の
猛
威

は
、
人
知
を
超
え
た
凄
ま
じ
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
�
。
他
に
も
雪
吹
に
あ
っ
て
凍
死
す
る
人
た
ち
の
話
は
「
雪
吹
」・「
ほ
ふ
ら
」
で

も
語
ら
れ
る
し
、
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
た
話
（「
雪
頽
の
難
」）
も
、
牧
之
が
知
っ
て
い
る
い
く
つ
も
の
悲
劇
の
一
部
で
あ
る
（
６９
、
８７
）。

ぜ
ん
に
ん

わ
ざ
は
ひ

い
か
ん

「
雪
中
の
幽
霊
」
の
菊
も
そ
う
し
た
犠
牲
者
の
一
人
だ
っ
た
。「
か
ゝ
る
善
人
の
家
に
天
災
を
下
し
し
は
如
何
ぞ
や
」（
５０
）
と
い
う
嘆
き

が
、
越
後
の
人
々
に
「
地
気
雪
と
成
る
弁
」（
１７
│
１８
）
の
よ
う
な
霊
的
な
世
界
観
を
思
い
描
か
せ
、「
浦
佐
の
堂
押
」（
２０７
│
２１２
）
の
よ

う
な
呪
術
的
舞
踏
を
行
わ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
絶
大
な
力
を
前
に
し
た
恐
怖
と
不
安
を
抑
え
る
た
め
に
�
、
呪
術
的
な

力
に
よ
っ
て
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
意
志
の
現
れ
だ
と
も
言
え
る
。
カ
ン
ト
も
激
し
い
雷
雨
、
嵐
、
地
震
な
ど
の
自
然
の
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猛
威
が
、
私
た
ち
を
恐
怖
さ
せ
、
そ
の
崇
高
性
の
中
に
神
を
表
象
さ
せ
る
と
述
べ
て
い
る
�
。
牧
之
の
霊
的
な
も
の
に
対
す
る
関
心
も
自

然
の
脅
威
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
れ
を
い
く
ら
か
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
連
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
�
。
し
か
し
一

方
で
カ
ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
恐
怖
の
念
に
囚
わ
れ
て
い
る
人
は
、
自
然
に
お
け
る
崇
高
な
も
の
を
本
当
の
意
味
で
は
捉
え
て
い
な
い
と

も
主
張
す
る
�
。

霊
的
な
世
界
観
に
共
感
す
る
一
方
で
、
鈴
木
牧
之
に
は
、
縮
の
仲
買
い
や
質
屋
で
生
業
を
立
て
、
後
に
町
年
寄
格
と
い
う
名
士
に
も
な

っ
た
よ
う
に
、
物
事
を
冷
静
か
つ
客
観
的
に
捉
え
る
視
点
が
あ
っ
た
�
。
そ
う
し
た
客
観
的
視
点
か
ら
見
た
と
き
霊
的
世
界
観
や
呪
術
的

行
為
が
、
気
休
め
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
、
牧
之
は
十
分
に
気
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
視
点
で
見
返
し
た
と
き
『
北

越
雪
譜
』
に
は
、
理
不
尽
な
自
然
の
力
を
我
々
の
「
人
格
性
（Persönlichkeit

）」
に
対
す
る
支
配
力
と
み
な
さ
な
い
崇
高
の
感
情
が
確

認
さ
れ
る
と
と
も
に
�
、
そ
の
人
格
性
の
意
識
が
、
牧
之
の
内
面
に
近
代
的
な
個
の
意
識
に
近
い
も
の
を
生
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
り
わ
け
「
剛
気
」
と
い
う
理
念
は
、
崇
高
の
感
情
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
、
よ
り
高
い
理
念
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
�
。
剛
気
と
い
う
理
念
は
、
第
三
章
で
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
自
然
と
直
接
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
、
人
間
の
内
面
に
だ
け
存

在
す
る
合
目
的
的
な
理
念
で
あ
る
。

『
北
越
雪
譜
』
が
、
他
の
好
事
家
随
筆
に
比
べ
て
、
越
後
の
民
衆
の
生
活
に
密
着
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
態
度
に
貫
か
れ
、
た
く
ま
し
い

生
活
者
の
声
を
届
け
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
�
。
確
か
に
牧
之
は
、
近
世
の
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ

で
言
わ
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
と
は
、
私
た
ち
近
代
人
の
そ
れ
と
は
違
う
。
し
か
し
牧
之
が
示
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
態
度
も
、
も
と
を
た
ど
れ

ば
「
雪
」
と
い
う
理
不
尽
な
自
然
現
象
が
、
牧
之
に
喚
起
し
た
崇
高
な
感
情
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
美
学
的
な
観
点

か
ら
見
た
と
き
『
北
越
雪
譜
』
に
は
、
崇
高
な
感
情
が
、
あ
る
具
体
的
な
理
念
と
、
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
展
開
す
る
か
が
分
か
る
と
と

も
に
、
崇
高
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
を
探
る
手
が
か
り
が
あ
る
。
ま
た
『
北
越
雪
譜
』
の
よ
う
な
「
私
撰
地
誌
」
が
も
つ
独
特
の
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郷
土
感
覚
や
対
象
へ
の
親
密
感
・
一
体
感
は
、
今
日
、
極
端
な
ま
で
に
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
個
人
と
地
域
共
同
体
と
の
あ
り
方

を
捉
え
直
す
一
助
と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
�
。
そ
の
意
味
で
『
北
越
雪
譜
』
は
、
古
典
で
あ
り
な
が
ら
非
常
に
今
日
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ

て
い
る
著
作
な
の
で
あ
る
�
。

注�
『
新
潟
県
史
』（
通
史
編
５
近
世
三
）、
新
潟
県
、
一
九
八
八
年
、
六
二
六
│
六
二
七
頁
。

�

高
橋
実
『
北
越
雪
譜
の
思
想
』、
越
書
房
、
一
九
八
一
年
、
一
│
二
頁
。

�

鈴
木
牧
之
編
撰
・
京
山
人
百
樹
刪
定
、
岡
田
武
松
校
訂
、『
北
越
雪
譜
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
改
版
（
一
九
三
六
年
初
版
）、
一
七
三
頁
。

以
下
、
同
書
の
該
当
頁
を
本
文
中
、
括
弧
で
示
す
。
な
お
本
文
中
の
引
用
は
、
丁
子
屋
平
兵
衛
蔵
版
（
天
保
七
年
・
十
三
年
）
を
筆
者
が
校
訂
し

た
も
の
を
使
用
す
る
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
六
三
│
六
四
頁
。

�

礒
部
定
治
『
鈴
木
牧
之
の
生
涯
』、
野
島
出
版
、
一
九
九
七
年
、
一
二
│
一
三
、
一
九
頁
。

�

礒
部
、
前
掲
書
、
四
、
七
頁
。

	

礒
部
、
前
掲
書
、
一
一
頁
。「
同
年
（
天
明
八
戌
申
年
）
五
月
十
五
日
か
、
義
三
治
始
而
東
都
行
、
縮
八
十
反
持
参
、
中
嶋
幸
七
同
道
」（
鈴
木
牧

之
「
永
世
記
録
集
」、『
鈴
木
牧
之
全
集
・
下
巻
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
、
二
三
頁
）。




礒
部
、
前
掲
書
、
一
九
、
二
一
頁
。『
新
潟
県
史
』（
通
史
編
５
近
世
三
）、
新
潟
県
、
一
九
八
八
年
、
六
二
一
頁
。「
辰
正
月
八
日
、
義
三
治
廿
七

才
之
節
、
御
参
宮
、
伊
勢
神
都
迄
之
同
行
（
中
略
）
同
四
月
下
向
、
都
合
日
数
八
十
二
日
」（
鈴
木
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
）。

�

礒
部
、
前
掲
書
、
二
六
頁
。
高
橋
、
前
掲
書
、
九
一
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
一
三
一
│
一
三
二
頁
。
林
絢
子
「
江
戸
に
お
け
る
地
方
文
化
の
流
入
│
『
北
越
雪
譜
』
出
版
を
め
ぐ
っ
て
│
」、『
常
民
文
化
』

二
九
号
、
二
〇
〇
六
年
、
四
五
、
五
四
頁
。



現
在
の
新
潟
県
中
魚
沼
郡
津
南
町
見
玉
か
ら
、
中
津
川
に
沿
っ
て
長
野
県
下
水
内
郡
栄
町
に
入
り
、
雑
魚
川
、
魚
野
川
合
流
点
の
切
明
に
至
る
峡

谷
地
。

�

礒
部
、
前
掲
書
、
六
一
│
六
二
頁
。
鈴
木
牧
之
、『
秋
山
記
行
・
夜
職
草
』、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
二
九
八
頁
。
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�

鈴
木
、
前
掲
書

�

高
橋
、
前
掲
書
、
一
三
一
│
一
三
二
頁
。

�

水
野
稔
『
黄
表
紙
・
洒
落
本
の
世
界
』、
岩
波
新
書
、
一
九
七
六
年
、
一
二
一
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
一
一
三
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
一
一
二
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
一
一
二
、
一
一
四
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
一
〇
二
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
二
七
頁
。

	

水
野
、
前
掲
書
、
二
〇
│
二
一
頁
。




水
野
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
二
八
│
二
九
、
三
五
頁
。

�

水
野
、
前
掲
書
、
三
八
│
四
二
頁
。
安
永
四
年
（
一
七
七
五
年
）
に
は
方
言
の
辞
書
と
も
い
う
べ
き
『
物
類
称
呼
』
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。



水
野
、
前
掲
書
、
一
〇
三
頁
。
今
田
洋
三
氏
も
天
明
期
に
「
江
戸
っ
子
気
質
」
な
る
も
の
は
確
立
し
、
そ
の
際
、
出
版
元
で
あ
っ
た
蔦
屋
重
三
郎

の
存
在
が
重
要
で
あ
っ
た
と
み
る
（
今
田
洋
三
『
江
戸
の
本
屋
さ
ん
』、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
六
│
一
三
七
頁
）。
そ
の

一
方
で
、
江
戸
っ
子
気
質
と
い
う
の
は
、
他
の
地
方
か
ら
江
戸
に
入
っ
て
き
た
人
々
の
流
民
意
識
、
根
無
し
草
的
意
識
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
面
も

大
き
く
、「
江
戸
に
色
濃
く
漂
っ
て
い
る
多
く
の
地
方
性
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（
稲
田
篤
信
『
江
戸
小
説
の
世
界
』、
ペ
リ

カ
ン
社
、
一
九
九
一
年
、
一
七
九
頁
）。
ま
た
地
方
文
化
へ
の
関
心
に
つ
い
て
も
、
江
戸
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
と
す
る
説

が
あ
る
（
西
山
松
之
助
『
近
世
文
化
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
二
〇
九
│
二
一
一
頁
）。『
北
越
雪
譜
』
に
も
出
稼
ぎ
の
こ
と
は

書
か
れ
て
い
る
（
鈴
木
牧
之
『
北
越
雪
譜
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
改
版
、
三
一
頁
）。

�

青
木
美
智
男
「
中
部
意
識
の
芽
生
え
と
雪
国
観
の
成
立
」、『
日
本
の
近
世
一
七
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
、
三
六
八
頁
。

�

青
木
、
前
掲
論
文
、
三
四
七
頁
。

�

青
木
、
前
掲
論
文
、
三
四
八
頁
。

�

青
木
、
前
掲
論
文
、
三
四
七
│
三
四
八
頁
。

�

林
、
前
掲
論
文
、
四
四
│
四
五
頁
。
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�
『
北
越
雪
譜
』
の
成
立
背
景
に
、
江
戸
町
人
の
好
奇
趣
味
、
考
証
趣
味
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
高
橋
、
前
掲
書
、
一
四
│
一
七
頁
。
表
智
之
「
一
九
世
紀
日
本
の
地
方
文
化
と
収
集
家
た
ち
│
『
北
越
雪
譜
』
を
読
む
│
」、『
日
本
思
想
史
研

究
会
会
報
』
二
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
六
│
一
三
七
頁
。
林
、
前
掲
論
文
、
特
に
第
二
章
、
第
四
章
第
二
節
参
照
）。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
九
一
│
九
四
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
九
二
、
九
四
頁
。
礒
部
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。
礒
部
、
前
掲
書
、
二
七
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
九
五
頁
。
礒
部
、
前
掲
書
、
二
七
│
二
八
頁
。「
寛
政
年
中
、
東
都
著
述
者
山
東
京
伝
�
ニ
曲
亭
馬
琴
と
、
年
来
之
入
魂
ニ
、

右
之
雪
中
之
奇
談
拙
画
草
稿
可
仕
候
間
、
出
板
い
か
か
と
申
越
候
処
、
早
速
承
知
候
上
、
題
号
北
越
雪
話
と
仕
、
山
東
京
伝
著
述
鈴
木
牧
之
校
之

と
仕
、
出
板
可
致
と
請
合
、
内
身
候
書
林
ニ
百
金
も
入
る
沙
汰
故
、
無
拠
見
合
せ
罷
過
」（
鈴
木
牧
之
「
永
世
記
録
集
」、『
鈴
木
牧
之
全
集
・
下

巻
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
、
四
一
頁
）。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
九
三
、
一
三
四
頁
。「
拙
家
此
節
土
蔵
建
替
申
候
に
付
、
土
蔵
に
納
置
申
候
雑
具
書
籍
の
筥
ど
も
見
せ
二
階
へ
移
し
申
候
に
付

（
中
略
）（
小
風
呂
敷
・
筆
者
注
）
ひ
ら
き
見
候
え
ば
、
前
年
貴
君
よ
り
御
認
め
被
遣
候
二
季
雪
話
と
申
す
横
本
の
絵
抄
並
越
後
国
絵
図
一
枚
、
渋

張
小
筥
の
内
に
、
雪
車
、
す
か
り
、
か
ち
ぎ
の
類
の
雛
形
な
り
（
中
略
）
泥
中
に
玉
を
拾
ひ
た
る
こ
こ
ち
し
て
、
黄
泉
の
亡
兄
を
お
も
ひ
だ
し
、

万
歳
の
貴
老
、
雪
に
御
深
切
な
る
に
か
ん
し
ん
致
候
て
、
三
十
年
の
昔
一
日
の
如
く
に
存
候
。」（
鈴
木
、
前
掲
書
、
三
〇
三
頁
）。
京
伝
同
様
、

京
山
も
越
後
の
風
習
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
津
田
真
弓
氏
も
指
摘
し
て
い
る
（
津
田
真
弓
「『
北
越
雪
譜
』
二
編
成
立
考
│
京
山

の
加
筆
部
分
を
め
ぐ
っ
て
│
」、『
国
文
目
白
』
四
一
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
八
頁
）。

�

高
橋
氏
も
、
江
戸
文
人
と
の
交
流
が
牧
之
に
雪
国
の
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
高
橋
、
前
掲
書
、
九
一
頁
）。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
五
五
頁
。

	

青
木
美
智
男
、
前
掲
論
文
、
三
四
三
、
三
七
三
│
三
七
四
頁
。
青
木
氏
は
『
北
越
雪
譜
』、『
利
根
川
図
志
』、『
仙
台
風
』、『
鹿
児
島
ぶ
り
』
と
い

っ
た
江
戸
後
期
に
著
さ
れ
た
私
撰
地
誌
が
、
頻
繁
に
旅
を
し
た
商
人
、
文
人
、
講
釈
師
と
い
っ
た
、
ど
れ
も
外
か
ら
地
域
を
見
つ
め
、
比
較
で
き

る
人
間
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
い
る
。




礒
部
、
前
掲
書
、
九
頁
。

�
『
新
潟
県
史
』（
通
史
編
５
近
世
三
）、
新
潟
県
、
一
九
八
八
年
、
六
二
八
頁
。

き
ち
よ
う
そ
ん
よ
う

�

牧
之
は
「
貴
重
尊
用
の
縮
」
と
言
っ
て
い
る
（
鈴
木
牧
之
『
北
越
雪
譜
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
改
版
、
七
九
、
八
四
頁
）。
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�

礒
部
、
前
掲
書
、
一
〇
頁
。

�

表
智
之
氏
も
御
機
屋
で
働
く
女
性
が
巫
女
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
縮
の
生
産
が
一
種
の
信
仰
体
系
を
成
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る

（
表
、
前
掲
論
文
、
一
三
四
頁
）。

�

牧
之
の
町
年
寄
格
と
し
て
の
強
い
自
覚
は
、
高
橋
、
前
掲
書
、
一
九
八
、
二
〇
八
│
二
一
一
頁
に
詳
し
い
。

�

礒
部
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

�
『
新
潟
県
史
』（
通
史
編
５
近
世
三
）、
新
潟
県
、
一
九
八
八
年
、
六
二
二
頁
。

�

鈴
木
昭
英
氏
は
、
こ
の
祭
り
は
本
来
、
農
民
が
稲
を
刈
る
動
作
を
真
似
た
「
踊
り
」
と
、
毘
沙
門
天
の
姿
を
拝
も
う
と
人
を
押
し
分
け
る
「
押
合

い
」
と
が
セ
ッ
ト
で
、
七
回
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
こ
の
祭
り
が
、
基
本
的
に
穀
物
の
豊
穣
を
予
祝
し
、
人
々
の
無
病
息
災
を
願

う
修
正
会
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
昭
英
「
浦
佐
毘
沙
門
堂
裸
押
合
い
の
昔
と
今
│
祭
式
儀
礼
を
中
心
と
し
て
│
」、『
宗
教
民
俗
研

究
』
二
〇
号
、
日
本
宗
教
民
俗
学
会
、
二
〇
一
〇
年
、
三
四
│
三
五
、
三
〇
│
三
一
、
五
〇
│
五
一
頁
）。

�

ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
『
蛇
儀
礼
』、
あ
り
な
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
二
一
、
五
二
│
五
三
、
六
三
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
一
五
│
一
六
頁
。
林
、
前
掲
論
文
、
五
一
│
五
二
、
五
九
│
六
〇
頁
。

	

津
田
氏
は
『
北
越
雪
譜
』
の
奇
談
・
考
証
類
が
牧
之
に
近
し
い
周
辺
人
物
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
天
保
期
以
降
、
越
後
で
裾
野

を
広
げ
て
い
た
文
化
活
動
の
盛
り
上
が
り
の
結
果
と
し
て
『
北
越
雪
譜
』
が
生
ま
れ
た
と
分
析
し
て
い
る
（
津
田
、
前
掲
論
文
、
二
六
三
│
二
六

四
頁
）。




宮
榮
二
「
解
説
」、『
秋
山
記
行
・
夜
職
草
』、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
三
〇
三
頁
。
五
来
重
氏
も
ま
た
古
来
、
山
が
神
聖
な
場
所
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
五
来
重
『
山
の
宗
教
』、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
頁
）。

�

礒
部
、
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

�

高
橋
実
氏
は
、
鈴
木
牧
之
の
『
夜
職
草
』
の
分
析
か
ら
、
牧
之
に
代
表
さ
れ
る
新
興
町
人
階
層
の
典
型
的
な
倫
理
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
高

橋
実
「
夜
職
草
に
み
る
家
長
牧
之
の
「
家
」」、『
北
越
雪
譜
の
思
想
』、
越
書
房
、
一
九
八
一
年
）。
ま
た
高
橋
氏
は
「
古
風
を
凝
視
す
る
牧
之
の

歴
史
意
識
│
秋
山
記
行
論
│
」（
高
橋
、
前
掲
書
）
の
中
で
、
牧
之
の
見
聞
を
正
確
に
書
き
写
そ
う
と
し
た
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
の
姿
勢
を
評

価
し
つ
つ
も
、
江
戸
の
文
人
や
戯
作
者
と
交
流
し
た
が
ゆ
え
の
客
観
性
の
限
界
、
地
方
差
別
の
意
識
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ニ
シ
テ

ラ

ニ
シ
テ

レ


〔
禮
記
、
樂
記
〕「
剛
氣

不
レ

怒
、
柔
氣

不
レ

懾
。」
に
よ
る
か
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
七
二
、
七
七
頁
。
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�

高
橋
、
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
七
七
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
七
七
│
七
八
、
一
九
七
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
七
六
、
七
四
頁
。

�

高
橋
、
前
掲
書
、
七
六
│
七
七
頁
。

�

村
田
誠
一
・
同
志
社
大
学
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
。

�

村
田
誠
一
『
自
然
と
の
和
解
の
美
学
│
序
説
』、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
六
六
頁
。

�

村
田
、
前
掲
書
、
六
六
│
六
七
頁
。

	

村
田
、
前
掲
書
、
六
七
頁
。




Im
m
anuelK

ant,K
ritik

der
U
rteilskraft,

H
am
burg,2001,p.106.

�

Ibid.

�

Ibid.,
p.108.



Ibid.,
p.107.

�

こ
の
商
人
の
笑
い
は
、
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
目
に
み
え
る
不
条
理
」
に
、
観
念
遊
戯
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
で
喜
劇
的
不
条
理
に
転

化
さ
せ
た
笑
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
人
間
的
事
物
の
継
続
の
中
で
、
突
如
、
侵
入
す
る
機
械
仕
掛
け
の
も
の
を
み
て
人
は
笑
う

が
、
そ
れ
は
笑
い
が
、
特
殊
な
出
来
事
に
遭
遇
し
た
人
間
の
放
心
（distraction

）
を
指
摘
し
阻
止
す
る
社
会
的
身
振
り
だ
か
ら
だ
と
主
張
し
て
い

る
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
笑
い
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
八
四
│
八
五
、
一
一
六
、
一
七
八
頁
）。
雪
は
原
始
の
自
然
を
出
現
さ
せ
、
そ
の
前
で

は
文
明
世
界
の
産
物
で
あ
る
金
銭
な
ど
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
そ
の
事
実
を
悟
っ
て
、
こ
の
商
人
は
笑
っ
た
の
で
あ
る
（
高
田
宏
『
雪
を
読
む

│
『
北
越
雪
譜
』
に
沿
い
な
が
ら
│
』、
大
巧
社
、
一
九
九
七
年
、
一
二
六
頁
）。

�

K
ant,Ibid.,

p.133.

�

Ibid.,
p.128,131.

�

ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
は
、
こ
う
し
た
心
的
作
用
を
「
恐
怖
症
的
反
射
作
用
」
と
呼
ん
で
い
る
（
Ｅ
・
Ｈ
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
『
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー

ル
ブ
ル
ク
伝
』（
鈴
木
杜
幾
子
訳
）、
晶
文
社
、
一
九
八
六
年
、
二
四
二
頁
）。

�

Ibid.,
p.128.
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�

礒
部
、
前
掲
書
、
三
、
三
〇
、
五
七
頁
。『
新
潟
県
史
』（
通
史
編
５
近
世
三
）、
新
潟
県
、
一
九
八
八
年
、
六
二
二
頁
。

�
K
ant,Ibid.,

p.175.
�

Ibid.,
p.138.

�

高
橋
、
前
掲
書
、
五
五
、
五
八
頁
。
青
木
、
前
掲
論
文
、
三
七
四
頁
。

�

木
村
礎
「
郷
土
史
・
地
方
史
・
地
域
史
研
究
の
歴
史
と
課
題
」、『
岩
波
講
座

日
本
通
史
〈
別
巻
２
〉
地
域
史
研
究
の
現
状
と
課
題
』、
岩
波
書

店
、
一
九
九
四
年
、
九
│
一
一
頁
。
表
、
前
掲
論
文
、
一
三
五
頁
。

�

本
論
文
を
書
い
て
い
る
途
中
、
テ
レ
ビ
朝
日
の
「
サ
ン
デ
ー
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
」
と
い
う
番
組
で
、「
発
掘
人
物
秘
話

伝
説
の
扉

政
治
家
・

田
中
角
栄
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
放
送
さ
れ
た
（
平
成
二
三
年
五
月
二
九
日
）。
そ
こ
で
元
通
産
省
事
務
次
官
で
田
中
総
理
秘
書
官
で
も
あ
っ
た

小
長
啓
一
氏
の
発
言
が
興
味
深
か
っ
た
の
で
付
記
し
て
お
く
。
あ
る
と
き
田
中
は
、
岡
山
出
身
の
小
長
氏
に
対
し
て
「
君
の
雪
と
い
う
の
は
川
端

康
成
の
『
雪
国
』
の
世
界
だ
よ
。
ト
ン
ネ
ル
を
超
え
る
と
雪
が
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
対
象
と
し
て
雪
と
い
う
の
を
見
て
い
る

だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
俺
は
雪
と
い
う
の
は
生
活
と
の
闘
い
な
ん
だ
よ
。
そ
こ
が
君
と
国
土
開
発
に
賭
け
る
パ
ッ
シ
ョ
ン
な
り
原
動
力
な
り
の
違
い

と
い
う
こ
と
だ
な
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
こ
の
田
中
の
雪
国
観
は
、
鈴
木
牧
之
が
『
北
越
雪
譜
』
で
述
べ
た
雪
国
観
に
他
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
、

田
中
は
『
北
越
雪
譜
』
の
こ
と
を
ど
こ
か
で
見
聞
き
し
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
牧
之
の
雪
国
観
が
、
田
中
の
国
土
開
発
の
原
動
力
に
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
戦
後
日
本
の
近
代
化
に
も
牧
之
の
雪
国
観
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
国
土

開
発
の
総
決
算
と
し
て
、
田
中
の
『
日
本
列
島
改
造
論
』（
昭
和
四
七
年
）
は
現
れ
る
が
、
こ
の
田
中
的
な
近
代
化
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
い
ま

だ
定
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
我
が
国
の
今
後
の
あ
り
方
、
特
に
地
域
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
我
が
国
の
国
土
開
発
の
ベ

ー
ス
に
あ
っ
た
『
北
越
雪
譜
』
の
雪
国
観
を
捉
え
直
す
こ
と
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
北
越
雪
譜
』
と
『
雪
国
』
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
は
、
高
橋
、
前
掲
書
、
五
│
六
頁
。
参
照
。
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