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｢
雪
形
｣
の
見
え
る
里

千
葉
　
彬
司

大
町
と
白
馬
は
古
い
時
代
か
ら
北
ア
ル
プ
ス
の
白

馬
岳
や
鹿
島
槍
ヶ
岳
､
針
ノ
木
岳
へ
の
登
山
基
地
と

し
て
知
ら
れ
､
日
本
ア
ル
プ
ス
の
父
と
も
い
わ
れ
る

ウ

ォ

ル

タ

ー

･

ウ

ェ

ス

ト

ン

を

は

じ

め

､

日

本

の

登

山
史
上
欠
か
す
事
の
で
き
を
い
著
名
な
登
山
家
が
数

多
く
足
跡
を
残
し
て
い
る
｡
ま
た
へ
大
町
で
は
百
瀬

慎
太
郎
(
対
山
館
主
)
　
に
よ
っ
て
日
本
で
初
め
て
の

山
案
内
人
組
合
が
設
立
さ
れ
る
な
ど
､
山
と
の
か
か

わ
り
は
深
い
｡

こ
の
北
ア
ル
プ
ス
に
春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
の
は
'

山
麓
の
萌
え
る
新
緑
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
を
形
で
現
わ

れ
る
雪
形
で
あ
る
｡
そ
れ
は
｢
人
｣
の
形
で
あ
っ
た

り
｢
動
物
｣
の
形
で
あ
っ
た
り
す
る
｡
ま
た
､
雪
形

は
白
く
浮
き
出
る
も
の
､
黒
-
描
き
出
さ
れ
る
も
の

と
二
通
り
が
あ
る
｡

か
つ
て
こ
れ
ら
の
雪
形
は
'
そ
の
地
の
山
裾
に
住

む
人
々
に
と
っ
て
は
欠
か
す
事
の
で
き
な
い
　
｢
生
活

の
智
恵
｣
　
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
現
わ
れ
た
雪
形
を
一
つ
の
目
安
に
農
耕
に

従
事
し
た
り
､
山
菜
の
句
を
知
っ
た
り
､
山
仕
事
を

促
す
な
ど
､
住
民
の
生
活
に
深
-
か
か
わ
っ
て
き
た

か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
､
今
で
は
農
業
技
術
の
進
歩
に
よ
り
､
雪

形
の
農
耕
暦
と
し
て
の
役
目
は
終
り
を
告
げ
､
そ
れ

と
同
時
に
　
｢
雪
形
｣
そ
の
も
の
も
忘
れ
去
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
｡

雪
形
か
ら
山
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
お
れ
る
白
菊

岳
､
爺
ケ
岳
､
蝶
ケ
岳
な
ど
な
ど
､
ど
の
-
ら
い
の

人
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
｡

信
州
は
雪
形
の
宝
庫
と
い
わ
れ
､
そ
の
多
-
は
北

ア
ル
プ
ス
､
中
央
ア
ル
プ
ス
の
山
肌
に
姿
が
描
き
出

さ
れ
る
｡

そ
し
て
`
か
つ
て
山
麓
の
人
々
が
深
-
馴
れ
親
し

ん
だ
雪
形
は
今
で
も
変
る
事
を
-
､
毎
年
そ
の
素
朴

を
姿
を
見
せ
て
-
れ
る
｡

今
年
も
山
博
で
は
｢
雪
形
祭
｣
が
開
催
さ
れ
る
｡

忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
雪
形
を
眺
め
､
字
形

を
生
活
の
中
に
生
か
し
て
き
た
人
々
に
思
い
を
は
ぜ

る
の
も
､
こ
れ
ま
た
悪
く
な
い
｡

(
山
岳
博
物
館
長
)
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いろいろをてっぺんのうちでどれが山の頂上か?

鰭物鰭ど山

日
本
の
山
と
標
高
　
(
前
半
部
)

こ
れ
ま
で
の
山
の
高
さ

日
本
の
　
｢
や
ま
｣
　
の
標
高
は
､
こ
れ
ま
で
陸
地
測

量
部
-
国
土
地
理
院
の
測
量
成
果
を
利
用
し
て
一
般

の
地
図
や
地
図
帳
に
示
さ
れ
､
理
科
年
表
や
教
科
書

に
の
せ
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

そ
の
測
量
成
果
と
は
､
山
峡
付
近
に
設
置
さ
れ
た

‥
角
点
'
山
頂
と
お
も
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
地
表
の
高

さ
を
測
っ
た
標
高
点
､
山
を
あ
ら
わ
す
等
高
線
の
ー

番
高
い
も
の
､
の
数
値
な
の
で
す
｡

こ
れ
ら
の
標
高
数
値
は
､
い
ず
れ
も
測
量
法
で
明

治
時
代
の
東
京
湾
隅
田
川
河
口
の
平
均
水
面
を
セ
ロ

と
し
て
求
め
た
日
本
水
準
原
点
を
も
と
に
す
る
よ
う

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
｡

三
角
点
は
､
地
図
の
中
の
全
て
の
地
点
の
位
置
の

測
量
の
為
に
地
球
上
の
絶
対
的
な
水
平
位
辞
を
精
密

に
測
っ
て
､
そ
の
測
っ
た
地
点
傍
証
を
､
日
印
の
石

で
示
し
た
も
の
で
す
｡
石
表
面
の
標
高
も
他
の
地
点

の
標
高
を
測
る
｢
も
と
｣
と
す
る
た
め
､
メ
ー
ト
ル

以
下
2
位
ま
で
求
め
て
叩
捨
五
人
､
1
位
ま
で
が
地

形
図
に
表
示
さ
れ
ま
す
｡

標
高
点
は
､
三
角
点
を
｢
も
と
｣
　
に
し
て
､
平
板

測
量
や
写
真
測
量
で
メ
ー
ト
ル
位
ま
で
求
め
ら
れ
､

そ
れ
が
地
形
図
に
示
さ
れ
ま
す
∪

地
形
図
上
で
､
地
表
面
は
､
標
高
ゼ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
基
準
面
に
一
定
間
隔
に
存
在
す
る
架
空
の
平
行
面

を
考
-
生
し
､
そ
の
面
と
の
切
線
を
､
上
か
ら
見
た
か

た
ち
､
水
平
面
へ
の
技
巌
図
と
し
て
表
示
し
ま
す
｡

こ
れ
が
等
高
線
で
す
｡
平
行
面
の
ー
定
間
脳
は
地
形

図
の
縮
尺
で
ち
が
い
､
5
万
分
の
-
で
は
2
0
メ
ー

五
百
沢
　
智
　
也

ト

ル

'

2

万

5

十

分

の

-

で

は

1

0

メ

ー

ト

ル

に

在

っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
が
等
高
線
問
隅
で
す
｡

等
高
線
だ
け
が
た
よ
り
の
場
合
､
｢
や
ま
｣
の
詰

さ
は
'
.
番
高
い
等
高
線
の
標
高
よ
り
高
/
＼
　
そ
れ

よ
り
高
い
次
の
等
高
線
の
標
高
よ
り
低
い
と
い
う
こ

と
し
か
分
か
り
ま
せ
ん
｡
し
か
し
'
こ
の
場
合
は
'

地
形
図
の
一
番
高
い
等
高
線
の
標
高
が
､
そ
の
　
｢
や

ま
｣
　
の
標
高
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
｡

で
す
か
ら
､
こ
の
測
量
の
成
果
は
`
-
わ
し
さ
や

信
頼
性
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
も
の
で
す
｡

-
巌
の
地
図
帳
や
教
科
書
で
は
､
こ
う
し
た
標
詩

の
テ
-
夕
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ー
う
､
｢
や

ま
｣
　
の
標
高
を
確
か
め
た
い
揚
合
は
'
国
土
地
理
院

の
地
形
図
に
あ
た
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

ま
た
､
陸
地
測
地
部
時
代
の
平
板
測
最
に
よ
る
地

形
図
と
現
代
の
写
真
測
量
の
図
で
は
､
等
詣
線
も
値

も
少
し
違
っ
て
い
ま
す
｡
新
し
い
地
形
図
で
確
か
め

て
く
だ
さ
い
｡

田
上
地
理
院
が
こ
の
た
び
､
日
本
の
山
岳
標
高
の

新
し
い
言
見
表
を
作
り
は
じ
め
た
理
由
の
ひ
と
つ
は

こ
こ
に
あ
り
ま
す
｡
い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ
か
ら
の
ま

ち
ま
ち
を
標
高
､
そ
の
混
乱
を
ふ
せ
ぐ
こ
と
で
す
｡

し
か
し
､
こ
ん
と
の
新
し
い
小
冊
標
高
に
は
も
っ

と
大
事
な
意
味
が
あ
り
ま
す
｡

山
と
標
高
の
再
検
討

｢
　
｣
に
入
れ
て
示
し
た
｢
や
ま
｣
は
､
地
表
面
の
高

/
､
大
き
い
ふ
く
ら
み
一
般
を
さ
し
て
使
っ
た
も
の
で

す

｡

し

か

し

､

こ

の

　

｢

や

ま

｣

も

､

圃

有

名

と

し

て

は
､
両
､
岳
､
峰
､
の
他
､
頭
上
付
近
の
地
形
か
ら

原
､
平
'
森
'
歴
史
的
背
景
か
ー
与
　
ヌ
ブ
リ
､
辻
､

な
ど
が
語
帰
に
付
い
て
示
さ
れ
ま
す
｡

こ
の
　
｢
や
ま
｣
の
本
体
は
､
地
殻
の
岩
石
で
す
｡

名
前
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
付
い
て
い
て
も
'
地
殻

の
出
っ
は
り
は
､
等
し
く
｢
や
ま
｣
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
｢
　
｣
を
付
け
た
の
で
す
｡

｢
や
ま
｣
を
地
殻
の
一
部
と
考
え
ま
す
と
､
頓
⊥
す

な
わ
ち
最
高
地
点
も
'
そ
の
地
殻
の
一
番
高
い
と
こ

ろ
と
い
う
こ
と
に
在
り
ま
す
｡
改
め
て
､
山
の
頂
上

を
定
義
し
ま
す
と
こ
う
で
す
｡

｢
や
ま
｣
の
頂
上
は
､
そ
の
ふ
く
ら
み
の
岩
石
闇
の

最
高
地
点
と
し
､
樹
木
や
人
工
的
建
造
物
は
｢
や
ま
｣

の
一
部
と
見
な
さ
な
い
｡
岩
石
圏
は
基
盤
岩
石
と
そ

の
風
化
生
成
物
や
未
団
結
の
堆
積
物
を
含
む
｡

-
-
つ
ま
り
盛
り
上
が
っ
た
天
然
自
然
の
地
面
の
一

番
高
い
と
こ
ろ
が
頂
上
と
い
う
わ
け
で
す
｡

ま
た
日
本
の
　
｢
や
ま
｣
　
に
例
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､

つ
ね
に
頂
上
が
雪
や
氷
に
お
あ
わ
れ
て
い
る
｢
や
ま
｣

も
あ
り
ま
す
｡
雪
や
木
は
岩
石
圏
で
ろ
く
固
体
水
圏

に
属
し
て
い
ま
す
が
､
こ
れ
も
天
然
自
然
の
状
態
で

｢
や
ま
｣
の
一
部
と
み
を
し
'
そ
の
最
甫
地
点
に
人

間
が
克
っ
た
と
き
に
足
が
お
ち
つ
く
高
さ
で
､
そ
の

｢
や
ま
｣
の
標
高
と
し
ま
す
｡
ヒ
マ
ラ
ヤ
､
ア
ン
デ

ス
､
ア
ル
プ
ス
な
ど
に
あ
る
世
界
の
高
峰
は
ほ
と
ん

ど
み
を
こ
う
し
た
雪
や
氷
に
お
あ
わ
れ
た
｢
や
ま
｣

で
す
｡山

の
標
高
を
測
址
す
る
に
は
､
ま
ず
こ
の
最
高
地

点
の
位
置
を
そ
の
　
｢
や
ま
｣
の
範
関
の
な
か
か
ら
探

し
だ
す
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

三
角
点
は
山
頂
付
近
に
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
へ
最
高
地
点
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
｡

標
高
点
は
`
道
路
の
交
差
点
や
川
の
合
流
点
､
尾

根
の
分
岐
点
な
ど
地
形
や
地
物
の
日
印
に
な
る
も
の

の
地
点
を
測
出
し
て
､
そ
の
傍
証
を
黒
円
点
で
示
し

標
高
を
添
え
た
も
の
で
す
｡
こ
の
標
高
は
あ
た
り
の

地
面
の
高
さ
を
代
表
し
､
等
桐
線
の
高
さ
を
読
み
取

る
手
が
か
り
と
在
り
ま
す
｡
山
の
頑
士
は
地
形
の
最

重
要
ポ
イ
ン
ト
で
す
か
ら
当
然
標
島
点
を
わ
く
候
補

地
に
な
り
ま
す
｡
し
か
し
そ
の
近
く
に
三
角
点
が
あ

れ
ば
標
高
点
は
ね
か
れ
ま
せ
ん
｡
地
形
図
で
は
三
角

点
を
表
示
す
る
ほ
う
が
よ
り
大
事
と
考
え
ら
れ
て
き

た
か
ら
で
す
｡
現
地
で
1
0
0
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い

て
も
5
万
分
の
-
に
な
る
と
た
っ
た
2
ミ
リ
､
そ
ん

な
と
こ
ろ
に
数
字
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
並
ん
で
は
ね
か

し
い
し
∵
二
角
点
を
省
略
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
｡

等
高
線
か
ら
｢
や
ま
｣
　
の
標
高
を
読
み
取
る
と
こ

ろ
も
､
近
く
に
三
角
点
や
標
高
点
が
あ
る
の
で
､
密

度
の
関
係
か
ら
標
高
点
を
お
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
と
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思
わ
れ
ま
す
｡

つ
ま
り
､
こ
れ
ま
で
｢
や
ま
｣
の
標
高
は
き
ち
ん

と
測
量
さ
れ
て
い
る
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

し

た

が

っ

て

､

1

9

8

9

年

6

月

3

日

発

表

の

日

本
山
岳
の
標
高
一
膳
蓑
は
､
｢
や
ま
｣
と
そ
の
重
昂

点
を
煮
減
し
て
作
っ
た
最
初
の
デ
ー
タ
と
し
て
意
義

あ
る
も
の
を
の
で
す
｡

た
だ
し
､
こ
の
デ
ー
タ
も
す
べ
て
の
山
頂
星
口
苫
…

の
現
地
確
認
が
き
ち
ん
と
行
を
わ
れ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
所
定
的
な
も
の
で
す
｡
タ
イ
ト
ル
に

も
中
間
報
告
と
い
う
偵
し
書
き
が
つ
い
て
い
ま
す
｡

山
頂
の
最
高
地
点
が
未
確
認
末
測
量
で
あ
る
こ
と

が
､
等
高
線
で
わ
か
る
と
こ
ろ
や
､
現
地
情
報
と
し

て
入
っ
た
と
こ
ろ
は
､
空
中
写
真
測
量
で
標
高
点
を

求
め
た
り
､
必
要
に
よ
っ
て
は
現
地
で
の
地
点
確
認

や
水
肇
測
量
を
行
在
っ
て
表
が
作
ら
れ
ま
し
た
｡
し

か
し
地
形
図
で
最
高
地
点
に
三
角
点
が
あ
る
ら
し
い

と
読
み
と
れ
る
と
こ
ろ
は
､
地
面
高
と
標
石
高
の
差

を
無
視
し
て
三
角
点
数
値
を
そ
の
ま
ま
四
捨
五
入
し

た
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
数
値
を
そ
の
　
｢
や
ま
｣
の
標
高

と
し
て
い
ま
す
｡

今
後
の
修
正
測
量
の
重
点
項
目
と
し
て
｢
や
ま
｣

の
最
高
地
点
の
地
面
高
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
､
正
し

い
｢
や
ま
｣
の
高
さ
が
早
く
わ
か
る
よ
う
に
し
て
欲

し
い
も
の
で
す
｡

三
角
点
の
標
石
は
ふ
つ
う
地
面
か
ら
1
5
-
2
0

.
m
あ
た
ま
を
出
す
よ
う
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
｡
そ
し
て
こ
れ
は
人
工
物
で
あ
っ
て
｢
や

ま
｣
の
一
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
高
さ
の
差
は
わ
ず

か
で
す
が
､
四
捨
五
入
に
効
い
て
き
ま
す
｡
1
9
8

9
年
の
両
島
標
高
は
`
2
5
0
0
m
以
上
の
高
山
1

5
6
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
が
､
標
石
と
地
面
と
の

比

高

を

す

べ

て

o

･

2

と

し

で

､

1

1

-

あ

る

三

角

点
の
｢
や
ま
｣
の
地
面
高
を
求
め
ま
す
と
1
4
の
｢
や

ま
｣
が
1
m
ず
つ
低
く
な
り
ま
す
｡

し
か
し
､
実
際
の
標
石
は
､
5
0
0
0
-
3
0
0
0
ぐ

ら
い
出
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
｡
で
も
､
も

つ
と
少
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
､
国
土
地
理
院
で
は
標

高
は
メ
ー
ト
ル
位
ま
で
と
す
る
の
だ
か
ら
集
祝
し
て

よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
｡
わ
た
く
し
が
昨
年
登

っ
た
三
角
点
の
あ
る
山
頂
9
の
う
ち
へ
本
当
の
最
高

地
点
に
三
角
点
が
あ
っ
た
も
の
は
3
､
標
石
よ
り
も

っ
と
高
い
地
面
や
岩
塊
の
あ
る
も
の
が
5
､
残
り
の

l
つ
が
地
表
の
で
こ
ぼ
こ
の
間
に
あ
っ
て
標
石
高
即

地
面
清
と
い
う
も
の
で
し
た
｡
結
果
と
し
て
､
3
m

ほ
ど
詩
く
在
る
の
が
1
つ
､
1
m
高
く
な
る
も
の
が

3
つ
､
あ
と
は
四
捨
五
入
で
消
さ
れ
て
変
わ
ら
ず
で

し
た
｡国

土
地
理
院
の
中
間
報
告
も
､
現
地
の
状
況
確
認

に
よ
っ
て
よ
り
正
し
い
も
の
に
修
正
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
｡

こ
の
た
び
の
2
5
0
0
m
以
上
の
｢
や
ま
｣
1
5

6
の
一
覧
表
に
つ
い
て
主
な
変
化
や
問
題
点
を
探
っ

て
み
ま
し
ょ
う
｡

こ
の
一
党
表
に
と
り
あ
げ
た
の
は
､
2
万
5
千
分

の
l
地
形
図
に
そ
の
名
商
が
山
地
の
洋
語
期
で
示
さ

れ
て
い
る
｢
や
ま
｣
で
す
｡
奏
の
左
の
欄
は
番
号
と

な
っ
て
い
ま
す
が
､
｢
や
ま
｣
の
高
さ
の
順
位
番
号

と
い
う
意
味
の
番
号
で
す
｡
=
本
で
一
番
高
い
山
､

二
番
目
の
山
と
い
う
順
位
の
番
l
L
.
で
す
｡

こ
こ
で
､
順
番
を
決
め
る
対
象
の
｢
や
ま
｣
の
｢
な

か
み
｣
を
検
討
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
｡
高
さ
く
ら
へ

や
順
位
決
定
を
す
る
た
め
に
は
､
｢
や
ま
｣
の
単
位

-

-

ユ

ニ

ソ

ト

に

つ

い

て

あ

ら

か

じ

め

考

え

て

わ

く

必
要
が
あ
る
の
で
す
｡

富
士
山
の
範
囲

具
体
例
と
し
て
､
宙
土
山
に
つ
い
て
少
し
く
お
し

く
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
｡

富
士
山
の
範
囲
は
､
て
っ
ぺ
ん
か
ら
ふ
も
と
ま
で
'

み
在
富
士
山
と
考
え
る
の
か
普
通
で
す
｡
八
各
日
か

ら
士
だ
け
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
｡

｢
や
ま
｣
は
あ
た
り
よ
り
ひ
と
き
わ
目

立
っ
て
大
き
く
高
い
と
こ
ろ
で
す
｡
話

く
な
り
始
め
る
'
傾
斜
が
つ
き
始
め
る

と
こ
ろ
が
｢
や
ま
｣
の
限
界
だ
と
思
い

ま
す
が
`
富
士
山
は
ど
こ
ま
で
が
富
士

山
な
の
で
し
ょ
う
か
｡

富
士
山
は
火
山
で
す
｡
火
山
は
地
下

の
マ
グ
マ
か
ら
の
溶
岩
や
砕
屑
物
が
噴

出
し
て
積
も
り
で
き
あ
が
っ
た
｢
や
ま
｣

で
す
｡
火
山
に
は
'
ひ
と
つ
な
か
り
の

単
純
を
活
動
で
で
き
あ
が
っ
た
も
の
も

あ
れ
ば
､
何
度
も
時
期
や
タ
イ
プ
の
異

な
っ
た
活
動
が
あ
っ
て
複
合
し
た
形
に

な
っ
た
火
山
も
あ
り
ま
す
｡
活
動
の
中

心
や
範
囲
が
移
動
し
な
が
ら
重
な
り
合

っ
て
い
る
火
山
も
あ
り
ま
す
｡
し
か
し

太
古
の
む
か
し
か
ら
､
わ
た
-
し
た
ち

大
猟
が
｢
や
ま
｣
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
区

別
し
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
根
拠
･

理
由
は
､
そ
う
し
た
地
享
的
を
成
り
立

ち
で
は
な
く
､
見
た
り
眺
め
た
り
し
た

と
き
に
感
じ
る
ま
と
ま
り
､
"
体
感
､
地
形
景
観
た

っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
う
し
た
享
朝
が
で
き

る
ま
え
か
ら
､
人
は
山
で
暮
ら
し
山
に
名
前
を
付
け

て
い
た
の
で
す
か
ら
｡

富
士
山
は
高
く
で
美
し
い
山
で
す
｡
大
書
擬
誠
で

も
､
ニ
ッ
峠
で
も
､
そ
ろ
そ
ろ
見
え
て
い
い
は
ず
だ

と
思
っ
て
探
す
と
､
｢
か
れ
｣
は
∴
て
の
思
っ
た
あ

た
り
を
通
り
こ
し
て
､
は
る
か
に
高
い
と
こ
ろ
で
美

し
く
輝
い
て
い
ま
す
｡
お
も
い
が
は
な
い
そ
の
高
さ

に

､

つ

い

'

や

っ

て

い

る

じ

ゃ

な

い

か

､

と

思

っ

て

し
ま
い
ま
す
｡

富
士
山
は
そ
の
素
暗
ら
し
く
高
い
い
た
だ
き
め
が

∵∵滋言辞

は
て
広
く
緩
い
裾
野
か
ら
､
一
気
叫
戒
に
大
斜
面
が

突
き
上
げ
る
思
い
切
り
の
よ
さ
が
美
し
い
の
で
す
｡

広
い
裾
野
が
な
く
て
は
富
士
山
は
成
り
立
た
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

裾
野
は
､
火
口
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
溶
岩
や
砕
屑

物
で
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
裾
野
の
広
が
り

を
追
っ
て
み
ま
す
と
､
東
は
､
丹
沢
山
地
ま
で
山
頑

部
か
ら
約
1
2
キ
ロ
､
南
東
は
､
箱
根
天
山
の
据
野

ま
で
2
0
-
2
5
キ
ロ
､
南
南
東
の
古
い
愛
鷹
出
火

山
北
斜
面
1
3
キ
ロ
か
ら
周
り
を
取
り
巻
い
て
広
が

り
､
南
の
駿
河
湾
･
田
子
の
浦
ま
で
2
5
キ
ロ
､
南

西
2
5
キ
ロ
で
身
延
山
地
'
西
1
5
キ
ロ
で
天
子
･
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毛
唐
の
山
地
急
斜
面
に
ぶ
つ
か
り
､
そ
の
ま
ま
同
じ

よ
う
を
据
雄
で
､
北
の
御
坂
山
地
へ
と
続
き
､
本
棚

湖
･
油
日
湖
な
ど
を
絹
野
と
山
地
の
間
に
と
じ
こ
め

て
い
ま
す
｡

北
東
は
､
御
坂
山
地
か
ら
井
沢
山
地
へ
と
1
5
キ

ロ
ほ
ど
の
絹
野
を
広
げ
て
い
ま
す
が
､
梓
川
の
谷
結

い
に
細
長
く
'
2
5
キ
ロ
の
溶
岩
流
が
は
み
出
し
て
､

猿
橋
に
遵
し
て
い
ま
す
｡
こ
の
溶
岩
流
ま
で
富
士
山

の
　
｢
や
ま
｣
の
範
囲
に
入
れ
る
こ
と
は
無
い
で
し
ょ

う
が
､
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
裾
野
の
内
側
全
体
が

密
土
山
の
　
｢
や
ま
｣
の
前
曲
と
考
え
て
よ
い
と
お
も

い
ま
す
｡

2
万
5
千
分
の
1
地
形
図
や
､
2
0
万
分
の
-
地

甥
図
を
兄
ま
す
と
､
宙
土
山
と
い
う
文
字
　
(
注
記
)

は
､
山
頂
部
全
体
を
指
す
よ
う
に
､
そ
の
少
し
上
へ
北

側
)
　
に
や
や
大
き
い
字
で
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
洋
語
の
対
象
範
囲
が
ど
こ
ま
で
か
､
読
み
取

れ
る
よ
う
に
は
在
っ
て
い
ま
せ
ん
が
､
あ
た
り
に
､

そ
れ
ほ
ど
大
き
い
注
記
は
見
当
り
ま
せ
ん
｡
2
0
万

の
図
で
す
と
､
富
士
山
の
注
記
字
大
と
山
域
の
広
さ

が

い

い

バ

ラ

ン

ス

に

在

っ

て

い

ま

す

が

､

2

万

5

千

の
図
で
は
､
山
域
が
地
形
図
8
図
薬
分
ほ
ど
広
い
の

に
対
し
て
字
の
大
き
さ
は
小
さ
い
し
'
位
置
(
文
位
)

も
山
頓
に
近
す
ぎ
る
よ
う
で
す
｡
も
う
少
し
山
頂
か

ら
離
し
て
広
い
山
域
が
背
後
に
あ
る
こ
と
を
表
し
た

ほ
う
が
い
い
と
お
も
い
ま
す
｡

地
形
図
で
見
る
と
､
寓
土
山
の
山
域
の
中
に
は
､

も
っ
と
た
く
さ
ん
山
の
洋
語
が
あ
り
ま
す
｡

山
頂
部
は
､
大
内
院
と
呼
ば
れ
る
旧
噴
火
口
を
と

り
ま
く
ヘ
リ
が
起
伏
を
作
っ
て
い
て
､
そ
の
高
み
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す

が
､
地
形
図
で
は
測
候
所
の
あ
る
剣
ケ
峰
と
北
側
の

自
山
岳
の
名
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ま
た
'
山
腹
斜
面
の
で
こ
ぼ
こ
に
も
､
宝
永
山
､

小
宮
士
､
丸
山
､
弓
射
塚
'
天
室
山
な
ど
'
山
名
や

塚
な
ど
の
名
が
た
-
さ
ん
示
し
て
あ
り
ま
す
｡

こ
れ
ら
の
山
名
は
､
い
ず
れ
も
小
さ
を
文
字
が
使

わ
れ
て
い
て
､
大
き
皇
又
字
の
富
士
山
と
は
､
格
が

違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡

寓
土
山
は
､
山
頑
か
ら
裾
野
全
域
ま
で
､
｢
や
ま
｣

全
体
を
対
象
に
し
た
山
名
､
剣
ケ
唯
や
自
山
岳
は
山

頂
部
の
部
分
的
を
起
伏
を
対
象
に
し
た
山
名
な
の
で

す
｡

宝
永
山
や
天
室
山
と
い
っ
た
山
腹
の
寄
生
火
山
の

名
も
､
大
き
を
富
士
山
の
中
に
含
ま
れ
る
部
分
的
を

山
域
を
対
象
に
し
た
山
名
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
､
山
名
に
は
､
｢
や
ま
｣
全
体
を
さ

し
て
い
る
も
の
と
`
部
分
を
さ
す
も
の
と
が
あ
る
の

で
す
｡さ

ら
に
､
山
に
よ
っ
て
は
､
も
っ
と
複
雑
を
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
｡

穂
高
岳
は
､
前
橋
癌
岳
､
奥
穂
高
岳
､
西
穂
高
岳
､

潤
沢
岳
､
北
穂
高
岳
な
ど
の
総
称
で
す
｡
そ
し
て
､

前
穂
高
に
は
北
尾
根
の
1
-
Ⅷ
峰
､
明
神
岳
主
-
V

峰
､
を
ど
の
部
分
的
を
山
名
が
､
奥
穂
高
に
は
ジ
ャ

ン
ダ
ル
ム
や
ロ
バ
の
耳
の
部
分
的
を
山
名
が
あ
る
と

い
っ
た
よ
う
に
､
二
重
の
群
層
構
造
に
在
っ
て
い
る

の
で
す
｡

複
合
し
た
大
型
の
火
山
や
'
そ
の
開
析
さ
れ
た
も

の
な
ど
は
'
地
形
だ
け
で
な
く
､
地
名
の
関
係
も
複

雑
で
す
｡
乗
鞍
岳
､
白
山
､
八
ヶ
岳
'
大
雪
山
を
ど
､

そ
の
い
い
例
で
す
｡

山
岳
標
高
一
覧
表

山
に
順
位
の
番
号
を
付
け
る
に
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の

｢
や
ま
｣
を
ど
の
範
囲
で
く
-
っ
て
並
べ
比
較
す
る

か
､
そ
の
く
く
り
か
た
が
大
問
題
を
の
で
す
｡
ひ
と

つ
ひ
と
つ
山
ご
と
に
検
討
し
て
解
決
し
て
い
く
し
か

あ
り
ま
せ
ん
｡
2
万
5
千
分
の
1
地
形
図
に
は
省
略

さ
れ
て
出
て
こ
な
い
山
名
も
あ
る
の
で
す
が
､
階
層

構
造
の
な
か
で
､
そ
れ
に
つ
い
て
も
検
討
し
ま
し
た
｡

-
個
の
｢
や
ま
｣
と
し
て
数
え
､
順
位
を
つ
け
る

対
象
と
在
る
､
基
本
的
を
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
の
　
｢
や

ま
｣
の
名
称
は
､
表
の
名
称
欄
の
う
ち
の
｢
山
名
｣

の
枠
に
示
し
て
あ
り
ま
す
｡
山
頂
部
の
峰
み
ね
を
呼

ん
で
い
る
山
名
や
山
腹
の
高
ま
り
を
ど
に
付
け
ら
れ

た
部
分
的
を
山
名
は
､
｢
山
頂
名
｣
の
枠
に
い
れ
ま

し
た
｡

次
の
｢
所
在
等
｣
の
枠
は
､
｢
や
ま
｣
の
グ
ル
ー

プ
名
や
総
称
名
を
入
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
'
そ
う
し

た
グ
ル
ー
プ
名
を
ど
が
い
た
っ
て
少
な
い
こ
と
か
､
ら
'

そ
の
　
｢
や
ま
｣
の
所
在
が
す
ぐ
分
か
る
よ
う
に
､
山

脈
名
や
山
域
を
ど
も
入
れ
る
よ
う
に
し
た
枠
で
す
｡

｢
標
高
｣
の
枠
に
つ
い
て
は
前
に
説
明
し
た
と
お
り
､

地
表
面
の
最
高
点
を
確
認
点
検
し
て
求
め
た
数
値
を

メ
ー
ト
ル
位
ま
で
示
し
ま
す
｡
そ
し
て
､
そ
の
地
点

の
位
誼
を
次
の
　
｢
位
轟
･
経
緯
度
｣
欄
に
､
秒
の
単

位
ま
で
示
し
ま
す
｡
頂
上
の
デ
ー
タ
に
は
､
位
置
と

高
さ
の
ふ
た
つ
が
必
要
者
の
で
す
｡

｢
2
万
5
千
分
の
-
地
形
図
名
｣
の
枠
に
は
､
畢
晶

地
点
の
入
る
図
襲
名
が
示
さ
れ
､
｢
都
道
府
県
名
｣

の
枠
に
は
､
｢
や
ま
｣
の
あ
る
都
道
府
県
の
名
が
示

さ
れ
ま
す
｡
掻
界
に
ま
た
が
る
と
こ
ろ
で
は
､
関
連

す
る
名
が
す
べ
て
示
さ
れ
ま
す
｡

｢
三
角
点
名
等
｣
の
枠
に
は
､
次
の
よ
う
な
デ
ー
タ

が
示
さ
れ
ま
す
｡
ま
ず
標
嵩
の
デ
ー
タ
が
､
三
角
点

に
よ
っ
て
い
る
場
合
は
､
そ
の
ー
二
角
点
の
点
名
と
等

級
が
入
り
ま
す
｡
富
士
山
･
剣
ケ
峰
の
三
角
点
は
二

等
三
角
点
で
す
か
ら
､
点
名
の
｢
富
士
山
｣
と
等
級

が
ロ
ー
マ
数
字
で
｢
H
L
と
入
り
ま
す
｡

デ
ー
タ
が
標
高
点
か
ら
の
も
の
は
　
｢
標
記
点
｣
､

新
し
く
測
定
し
た
標
吾
点
だ
け
は
区
別
し
て
｢
測
定

点
｣
と
話
人
し
て
あ
り
ま
す
｡
富
士
山
･
白
山
岳
の

場
合
は
､
｢
富
士
･
白
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