
あ
と
が
き

　
雪
深
い
越
後
の
国
か
ら
関
東
へ
出
る
の
は
、
越
後
湯
沢
か
ら
沼
田
に
抜
け
る
三
国
街
道
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
街
道
が
い
よ
い
よ
関
東
へ
出
よ
う
と
い
う
と
き
に
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
三
国
峠
で
あ

る
。

　
現
在
で
は
き
れ
い
に
舗
装
さ
れ
た
国
道
一
七
号
線
が
何
の
苦
も
な
く
峠
の
下
を
ト
ン
ネ
ル
で
抜
け
て
ゆ
く

が
、
そ
の
昔
、
こ
の
谷
川
岳
の
山
塊
と
苗
場
山
の
あ
い
だ
を
抜
け
る
峠
道
は
、
手
甲
脚
絆
で
荷
物
を
か
つ
い
だ

旅
人
た
ち
に
と
っ
て
、
箱
根
以
上
に
難
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
、
裏
日

本
の
暗
い
世
界
か
ら
、
明
る
い
関
東
へ
と
開
け
て
ゆ
く
こ
の
峠
は
、
ど
ん
な
に
険
し
く
て
も
、
そ
こ
を
通
る
旅

人
た
ち
の
胸
を
前
途
の
希
望
と
期
待
に
ふ
く
ら
ま
さ
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
数
年
前
に
、
私
は
母
と
こ
の
峠
の
下
で
バ
ス
を
降
り
、
も
う
ふ
だ
ん
は
通
ら
な
く
な
っ
て
い
る
峠
道
を
登
っ

て
み
た
。
少
し
登
る
と
昔
の
ま
ま
の
三
国
峠
が
あ
っ
た
。
山
あ
い
の
は
る
か
下
を
国
道
の
走
っ
て
い
く
の
が
み

え
る
。
も
う
、
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
後
は
急
な
下
の
坂
を
降
り
て
い
け
ば
、
関
東
の
平
野
へ
出
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
実
は
、
私
の
母
の
母
、
つ
ま
り
祖
母
は
、
い
ま
か
ら
ざ
っ
と
百
年
前
、
裏
日
本
の
古
い
港
町
新
潟
か
ら
こ
の
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峠
道
を
ま
だ
み
も
知
ら
ぬ
新
し
い
港
町
横
浜
を
目
指
し
て
越
え
て
い
っ
た
一
人
で
あ
る
。
当
時
の
横
浜
は
、
文

明
開
化
の
窓
口
で
あ
り
、
日
本
で
も
っ
と
も
先
進
的
な
町
で
あ
っ
た
。
ま
だ
十
代
の
祖
母
は
、
そ
の
横
浜
へ
勉

学
の
た
め
に
、
何
日
も
歩
い
て
こ
の
峠
を
越
え
て
い
っ
た
。
祖
母
に
と
っ
て
は
、
い
ま
我
々
が
外
国
へ
い
く
よ

り
も
何
層
倍
も
遠
い
町
へ
い
く
思
い
が
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
峠
を
越
え
て
い
く
と
き
に
、
向
う

に
あ
る
横
浜
の
町
を
思
っ
て
明
る
い
希
望
と
不
安
に
胸
を
と
き
め
か
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
当
時
の
横
浜
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
や
願
望
を
も
っ
て
各
地
か
ら
集
っ
て
き
て
、
そ
の

人
た
ち
に
よ
っ
て
全
く
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
町
で
あ
っ
た
。
し
か
も
海
外
へ
の
最
大
の
門
戸
で
あ
り
、
新
知
識

と
新
文
明
の
町
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
横
浜
へ
き
た
新
し
い
人
々
が
、
以
前
か
ら
の
人

々
と
、
い
つ
も
入
り
ま
じ
り
な
が
ら
調
和
と
変
動
を
繰
返
し
て
き
た
の
が
、
今
日
の
二
六
〇
万
都
市
横
浜
で
あ

る
。

　
こ
の
祖
母
は
、
八
十
一
歳
で
オ
ル
ガ
ン
を
ひ
き
な
が
ら
脳
溢
血
で
倒
れ
て
な
く
な
っ
た
が
、
横
浜
で
外
人
の

な
か
に
生
活
し
た
せ
い
か
、
日
本
の
因
襲
か
ら
抜
け
だ
し
て
、
ず
い
分
と
合
理
的
な
生
活
の
知
恵
を
身
に
つ
け

て
い
た
。
そ
し
て
、
い
ま
か
ら
考
え
る
と
、
我
が
家
で
も
母
を
通
じ
て
、
横
浜
で
得
た
合
理
主
義
精
神
や
卒
直

さ
が
、
何
か
私
の
な
か
に
も
浸
透
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
私
も
ま
た
十
二
年
前
、
偶
然
も
手
伝
っ
て
、
横
浜
の
住
民
に
な
っ
た
。
住
宅
公
団
の
空
家
入
居
で
、
埼
玉
県

の
草
加
と
、
横
浜
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
銀
座
の
事
務
所
で
仕
事
を
し
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
草
加

の
方
は
時
間
的
に
も
近
く
、
ま
た
部
屋
も
少
し
広
く
て
、
家
賃
も
安
か
っ
た
。
し
か
し
、
横
浜
の
も
つ
「
何

か
」
が
、
私
に
横
浜
を
選
ば
せ
た
の
で
あ
る
。
港
の
近
く
に
住
む
私
に
と
っ
て
、
港
の
船
の
出
入
や
町
に
接
す

私
の
横
浜
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る
に
つ
れ
て
、
横
浜
は
、
「
何
か
」
以
上
の
親
し
い
存
在
と
し
て
私
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
い
ま

や
、
市
役
所
の
な
か
で
、
直
接
に
横
浜
と
か
か
わ
り
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

市
民
生
活
白
書
も
今
回
は
す
で
に
四
回
目
の
発
行
で
あ
る
。
今
回
は
、
「
私
の
横
浜
」
と
題
し
て
み
た
。
私

の
個
人
的
な
思
い
は
、
全
市
民
の
二
六
〇
万
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
厖
大
な
市
民
の
一
人
ひ
と
り
が
、

何
か
の
意
味
で
、
横
浜
に
住
む
こ
と
に
な
り
、
横
浜
に
つ
い
て
何
ら
か
の
感
慨
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
甘
く
も
あ
り
、
苦
く
も
あ
り
、
つ
ら
く
も
あ
り
、
愉
し
く
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ

が
、
「
私
の
横
浜
」
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
小
さ
な
白
書
で
、
そ
の
全
部
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
の
目
か
ら
み
た
横
浜
を
で
き
る
だ
け
あ
ら
わ
し
て
み
た
い
と
考
え
た
の
が
、
今
回

の
白
書
で
あ
る
。

本
書
の
第
一
部
は
、
市
民
の
作
文
公
募
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
熱

心
に
応
募
さ
れ
な
が
ら
残
念
に
も
掲
載
で
き
な
か
っ
た
方
々
、
そ
の
ほ
か
、
こ
の
白
書
に
協
力
を
お
し
ま
れ
な

か
っ
た
方
々
に
も
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

　
な
お
、
今
回
の
白
書
は
、
都
市
科
学
研
究
室
を
中
心
に
し
て
企
画
調
整
局
の
ス
タ
ッ
フ
の
ほ
か
、
関
係
各
局

の
協
力
を
得
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
十
二
月

企
画
調
整
局
長

　
　
　
田
　
　
村
　
　
　
　
明
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私
の
横
浜

　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
〇
年
市
民
生
活
白
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
4
9
年
1
2
月
1
0
日
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
5
0
年
３
月
1
5
日
２
刷
発
行

編
集
・
発
行
　
横
浜
市
企
画
調
整
局
都
市
科
学
研
究
室

　
　
　
　
　
横
浜
市
中
区
港
町
一
丁
目
一
番
地
（
〒
2
3
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
（
０
４
５
）
6
7
1
2
0
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
　
明
善
印
刷
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
装
偵
・
デ
ザ
イ
ン
　
多
田
　
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
真
　
天
野
裕
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
０
０
円





　
　
　
第
一
回
の
市
民
生
活
白
書
が
で
た
の
は
昭
和
3
9
年
２
月
。
副
題
を
『
新
し
い

　
　
横
浜
へ
の
展
望
』
と
し
た
。
3
8
年
４
月
に
革
新
市
政
が
誕
生
し
、
市
民
生
活
の

　
　
側
か
ら
都
市
横
浜
の
現
状
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
市
政
が
ど
う
い
う
状
態
に
お

　
　
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
一
つ
の
決
算
書
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
。

　
　
第
二
回
は
4
1
年
1
1
月
。
副
題
が
「
新
し
い
横
浜
の
記
録
」
。
人
口
が
2
0
0
万
人
に

　
　
近
づ
く
状
況
下
で
、
郊
外
の
無
秩
序
開
発
の
告
発
と
市
財
政
危
機
の
分
析
に
力

　
　
点
が
置
か
れ
た
。

　
　
　
第
三
回
は
4
6
年
１
月
。
主
題
は
「
横
浜
と
私
」
で
、
副
題
が
「
市
民
生
活
白

　
　
書
」
。
主
題
と
副
題
を
入
れ
替
え
た
の
は
、
内
容
を
、
市
民
が
日
常
使
う
会
話
や

　
考
え
方
で
表
現
す
る
こ
と
に
努
め
、
白
書
の
も
つ
役
所
的
イ
メ
ー
ジ
を
薄
め
た

　
　
た
め
。
都
市
と
個
人
の
か
か
わ
り
あ
い
に
重
点
を
お
き
、
平
均
的
家
族
と
先
生

　
の
対
話
形
式
で
市
政
の
問
題
点
を
さ
ぐ
っ
た
。

　
　
　
第
四
回
の
市
民
生
活
白
書
が
本
書
で
、
主
題
は
「
私
の
横
浜
」
。
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