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２
７
、
（
北
越
雪
譜
に
よ
る
）

二
月
に
な
り
野
山
一
面
の
雪
の
中
で
も
、

清
水
を
流
れ
る
水
は
温
か
い
よ
う
だ
。

ゆ
え
に
雪
が
少
し
と
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

そ
こ
に
水
鳥
が
や
っ
て
く
る
。

こ
れ
を
見
た
二
、
三
羽
の
雁
が
や
っ
て
き
て
、
え
さ
を
探
し
、

食
べ
た
後
に
糞
を
残
し
て
え
さ
場
の
目
印
に
し
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
を
あ
る
地
域
の
方
言
で
雁
の
代
見
立
て
と
い
う
。

雁
は
こ
の
よ
う
に
仲
間
を
連
れ
て
き
て
、
え
さ
を
食
べ
て
い
る
の
だ
。

信
頼
で
き
る
友
人
が
い
る
人
で
も
、
こ
ち
ら
が
恥
ず
か
し
い
と
思
う
ほ
ど

立
派
な
こ
と
で
あ
る
。

２
８
、
（
一
休
は
な
し
よ
り
）

一
休
和
尚
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
、
つ
ね
に
変
わ
り
者
で
、
た
い
そ
う
利
発

だ
っ
た
と
か
い
う
こ
と
だ
。

寺
の
師
を
、
養
そ
う
和
尚
と
申
し
た
。

ひ
い
き
の
旦
那
が
い
て
、
い
つ
も
や
っ
て
来
て
和
尚
か
ら
仏
教
に
つ
い
て

学
ん
だ
り
な
ど
し
て
は
、
一
休
の
利
発
な
の
を
心
地
よ
く
思
っ
て
、

時
々
は
冗
談
を
言
っ
た
り
し
て
、
問
答
な
ど
し
た
の
だ
っ
た
。

あ
る
時
、
例
の
旦
那
が
皮
の
袴
を
着
て
き
た
の
を
、
一
休
が
門
外
で
ち
ら

っ
と
見
て
、
中
へ
走
り
入
っ
て
、
薄
い
板
に
書
き
つ
け
、
立
て
た
こ
と
に

は
、

「
こ
の
寺
の
中
へ
皮
の
類
は
堅
く
禁
制
で
あ
る
。
も
し
革
の
も
の
が
入

る
時
に
は
、

そ
の
身
に
必
ず
ば
ち
が
あ
た
る
ぞ
」

と
書
い
て
お
い
た
の
だ
っ
た
。

例
の
旦
那
は
こ
れ
を
見
て
、

「
皮
の
類
に
ば
ち
が
あ
た
る
な
ら
ば
、
こ
の
お
寺
の
太
鼓
は
な
ん
と
な

さ
る
か
」

と
申
し
上
げ
た
。
一
休
は
お
聞
き
に
な
り
、

「
そ
れ
だ
か
ら
、
夜
昼
三
度
ず
つ
「
ば
ち
」
が
あ
た
る
と
い
う
わ
け
で
、

そ
な
た
へ
も
太
鼓
の
「
ば
ち
」
を
あ
て
申
し
ま
し
ょ
う
、
皮
の
袴
を
着
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
」

と
お
ど
け
て
言
わ
れ
た
。

２
９
、
（
浮
世
物
語
か
ら
）

中
国
の
梁
の
皇
帝
が
、
狩
り
に
お
出
ま
し
に
な
る
。

白
い
雁
が
い
て
、
田
ん
ぼ
の
中
に
下
り
て
来
て
い
た
。

皇
帝
が
自
ら
弓
に
矢
を
か
け
て
、
こ
れ(

白
い
雁)

を
射
よ
う
と
な
さ
る
と

き
に
、
通
行
人
が
い
て
、
事
情(

皇
帝
が
白
い
雁
を
し
と
め
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と)

を
知
ら
ず
に
、
白
雁
を
追
い
立
て
て(

逃
が
し
て)

し
ま
い
ま

す
。

皇
帝
は
た
い
そ
う
怒
っ
て
、
そ
の
人
を
捕
ら
え
て
殺
そ
う
と
な
さ
っ
て
い

る
と
き
に
、
公
孫
龍
と
い
う
臣
下
が
諫
め
て
言
う
こ
と
に
は
、

「
昔
、
衛
の
文
公
の
時
代
に
、
全
国
的
に
大
日
照
り
に
な
っ
て
三
年
経
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
占
わ
せ
な
さ
っ
た
と
き
に
、
（
占
い
師

が
）
言
う
こ
と
に
は
、
一
人
を
殺
し
て
天
に
祀
る
な
ら
ば
、
き
っ
と
雨
が

降
る
だ
ろ
う
、
と
。
文
公
が
言
う
こ
と
に
は
、
雨
を
求
め
て
い
る
の
も
、

民
の
た
め
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
人
を
殺
し
て
し
ま
え
ば
、
人
の
道
に
反
す
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る
行
い
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
天
の
怒
り
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
こ
う
な
っ
た

ら
、
私
が
死
ん
で
天
に
祀
ろ
う
、
と
お
っ
し
ゃ
る
。
そ
の
心
が
天
の
道
理

に
か
な
い
、
に
わ
か
に
雨
が
降
っ
て
、
五
穀
が
豊
に(

実
っ
て)

、
民
は
栄

え
ま
し
た
。
今
、
王
様
が
こ
の
白
雁
を
尊
重
し
て
人
を
お
殺
し
に
な
れ
ば
、

こ
れ
は
実
に
虎
狼(

欲
が
深
く
、
残
忍
な
こ
と)

の
類
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
申
し
上
げ
た
の
で
、
皇
帝
は
と
て
も
感
じ
入
っ
て
、
公
孫
龍
を
尊
び
重

ん
じ
ら
れ
た
。

３
０
、
（
平
家
物
語
に
よ
る
）

延
喜
の
帝
が
、
神
泉
苑
に
お
で
ま
し
に
な
っ
て
、
池
の
水
際
に
鷺
が
と
ま

っ
て
い
る
の
を
、
六
位
を
お
呼
び
に
な
っ
て
、

「
あ
の
鷺
を
つ
か
ま
え
て
参
れ
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、

「
ど
う
し
て
、
こ
の
鷺
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
と
思
っ
た

け
れ
ど
も
、
帝
の
お
言
葉
ゆ
え
歩
い
て
向
か
っ
た
。

鷺
は
、
羽
を
と
と
の
え
て
、
飛
び
立
と
う
と
す
る
。

「
帝
の
命
令
で
あ
る
、
飛
び
立
つ
な
。
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、

鷺
は
平
伏
し
て
、
飛
び
去
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
抱
き
か
か
え
て
帝
に
さ

し
上
げ
た
。
帝
は
ご
覧
あ
そ
ば
し
て
、

「
（
鷺
で
あ
る
）
お
ま
え
が
帝
の
命
令
に
従
っ
て
、
こ
こ
に
参
っ
た
こ
と

は
、
殊
勝
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
、
（
鷺
を
）
五
位
に
昇
進
さ
せ
た
。

３
１
、
（
耳
袋
に
よ
る
）

鼓
の
名
人
の
新
九
郎
が
ま
だ
「
権
九
郎
」
と
名
乗
っ
て
い
た
こ
ろ
、

鼓
の
練
習
を
毎
日
し
て
い
た
が
、
い
ま
だ
奥
義
を
習
得
す
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。

当
時
の
権
九
郎
に
は
、
長
年
召
し
使
っ
て
き
た
老
女
が
い
た
。

彼
女
は
毎
朝
、
お
茶
を
入
れ
て
く
れ
る
の
だ
が
、
あ
る
時
、
権
九
郎
の
鼓

が
た
い
へ
ん
上
達
し
た
こ
と
を
語
っ
た
の
で
、
権
九
郎
は
滑
稽
に
思
っ
て
、

我
が
職
分
（
鼓
の
こ
と
）
の
上
達
を
知
る
理
由
を
笑
い
な
が
ら
尋
ね
た
と

こ
ろ
、

「
親
御
さ
ま
の
新
九
郎
さ
ま
の
鼓
を
数
年
聞
い
て
お
り
ま
し
た
ら
、
毎
朝

煎
じ
て
い
る
茶
釜
に
音
が
響
い
て
聞
こ
え
ま
し
た
。
最
近
ま
で
権
九
郎
さ

ま
の
鼓
に
は
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
こ
四
日
五
日
は

鼓
の
音
が
茶
釜
に
響
き
ま
し
た
の
で
、
ご
上
達
を
知
っ
た
の
で
す
」

と
老
女
は
答
え
た
。

長
年
、
鼓
を
聞
い
て
き
た
耳
だ
っ
た
か
ら
、
微
妙
な
音
の
良
し
悪
し
も

自
然
と
分
か
っ
た
の
か
と
、
権
九
郎
も
感
嘆
し
た
と
い
う
。
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３
２
、
（
沙
石
集
よ
り
）

南
都
奈
良
に
、
智
運
房
と
い
う
寺
僧
が
い
た
そ
う
だ
。

あ
る
時
に
、
向
か
い
合
っ
た
僧
の
住
居
が
出
火
し
て
時
の
こ
と
だ
が
、

智
運
房
は
大
騒
ぎ
し
外
へ
出
て
、
手
桶
に
く
ん
だ
水
を
、
自
分
の
傍
ら
に

い
る
僧
の
首
に
か
け
た
の
で
、
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
だ
」

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
「
あ
な
た
様
の
顔
に
火
が
付
い
た
に
違
い
な
い
と
思

っ
た
の
で
（
水
を
か
け
ま
し
た
）
」
と
言
っ
た
そ
う
だ
。
火
事
の
炎
の
光

が
、
顔
を
照
ら
し
て
、
あ
か
あ
か
と
見
え
た
の
を
、
顔
に
火
が
つ
い
た
と

思
っ
て
し
ま
っ
た
（
に
違
い
な
い
）
。

あ
る
時
に
、
若
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
酒
宴
し
た
時
の
こ
と
だ
が
、

（
智
運
房
が
）
お
代
わ
り
の
酒
を
買
お
う
と
し
て
、
酒
瓶
を
持
っ
て
酒
屋

へ
行
き
、
程
な
く
帰
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

酒
宴
も
お
お
い
に
盛
り
上
が
っ
て
、
酒
瓶
の
酒
を
お
銚
子
（
堤
子
、
デ
キ

ャ
ン
タ
）
に
入
れ
て
見
る
と
、
浮
き
草
が
浮
い
て
い
る
。

不
思
議
な
こ
と
と
思
っ
て
飲
ん
で
み
る
と
、
な
ん
と
た
だ
の
水
で
あ
る
の

だ
。
「
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
、
ま
っ
た
く
の
水
で
あ
る
ぞ
」
と

聞
く
と
、
「
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
有
り
ま
す
ま
い
。
す
ぐ
に
汲
ん
で

来
ま
し
た
の
で
す
か
ら
」
と
言
う
。
「
何
を
ど
う
し
た
と
言
っ
て
い
る
の

か
い
」
と
聞
く
と
、
「
今
夜
は
朧
月
夜
で
、
薄
暗
い
状
態
で
す
。
雨
の
た

め
に
道
が
す
べ
り
や
す
く
、
猿
沢
の
池
の
端
で
す
べ
っ
て
、
酒
瓶
を
池
に

落
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
直
ぐ
に
、
そ
の
場
所
の
池
の
底
を

汲
み
ま
し
た
。

３
３
、
（
鴨
長
明
、
発
心
集
も
文
章
に
よ
る
）

竜
樹
菩
薩
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
、
「
欲
望
が
や
ま
な
い
の
は
、
（
心

の
）
貧
し
い
人
で
あ
る
。
（
栄
華
を
）
求
め
る
心
が
な
い
の
は
、
心
が
満

た
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。

書
写
の
達
人
が
書
い
た
言
葉
に
、
「
肱
を
曲
げ
て
枕
に
す
る
。
（
生
き
る
こ

と
の
）
楽
し
み
は
、
そ
の
（
よ
う
な
）
生
活
の
中
に
あ
る
。
何
の
た
め
に
、

（
ま
る
で
）
浮
き
雲
の
（
よ
う
に
は
か
な
い
）
栄
華
を
求
め
よ
う
か
（
い

や
、
求
め
な
い
）
。
」
と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
あ
る
書
物
に
は
、
「
唐
（
中
国
）
に
１
人
の
琴
の
師
が
い
る
。
弦

の
張
っ
て
い
な
い
琴
を
す
ぐ
そ
ば
に
置
い
て
、
手
元
か
ら
離
さ
な
い
。（
ま

わ
り
の
）
人
が
不
思
議
に
思
っ
て
、
（
そ
の
よ
う
に
す
る
）
わ
け
を
尋
ね

て
み
る
と
、
『
私
は
、
琴
を
見
る
だ
け
で
、
あ
る
曲
が
心
に
浮
か
ぶ
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
弦
が
張
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
（
私
の
）
心
が
慰
め

ら
れ
る
こ
と
は
、
演
奏
す
る
の
と
（
ま
っ
た
く
）
変
わ
ら
な
い
』
と
言
っ

た
。
」
と
あ
り
ま
す
。


