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．
牒
顯
灘
霧
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◎
議
第
七
号
　
松
代
町
と
新
潟

務
委
託
に
関
す
る
規
約
の
制
定

◎
議
第
八
号
　
松
代
町
社
会
教
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四
月
二
十
五
日
臨
時
議
会
が

招
集
さ
れ
議
事
十
一
件
が
審
議

さ
れ
社
会
教
育
委
員
設
置
条
例

と
社
会
教
育
委
員
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
支
給
条
例
が
文
教
、

　
工
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ

そ
こ
と
に
な
っ
た
ほ
か
は
原
案

通
り
可
決
さ
れ
た
。

（O

議
第
言
．
万
　
昭
和
三
十
五
年

度
才
入
才
出
第
一
回
追
加
予
算

　
失
業
対
策
事
業
費
が
二
八
五

六
五
一
円
追
加
さ
れ
た
ζ

◎
議
第
二
号
　
松
代
町
助
役
の

任
命
同
意
に
つ
い
て

　
現
助
役
が
再
度
任
命
さ
れ
た

　
何
時
消
え
る
こ
と
か
と
心
配

さ
れ
た
雪
も
殆
ん
ど
融
け
て
ど

う
や
ら
春
ら
し
く
な
っ
て
き
ま

し
た
、
．
．
、
㍉
票
平
野
で
け
既
に
二

月
下
信
7
ら
　
臥
城
の
里
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
半
頃

施肥の考え方
＜農業講座・その2＞
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か
ら
み
障

塗
り
が
始
・

ま
　
　
．
い

る
が
そ
れ

ト
（
り
約
一
一

ケ
月
も
遅

れ
イ
、
漸
く

こ
の
辺
で

も
本
田
礁

備
に
と
り

か
』
る
時

期
と
な
っ

た
。

　
前
号
で

は
専
ら
早

播
き
の
必

要
を
述
べ
た
が
折
角
早
播
き
を

し
．
』
琶
田
が
早
期
に
出
来
て
も

本
田
の
作
業
が
間
に
合
わ
な
い

た
め
に
老
熟
苛
と
な
っ
て
は
早

播
き
の
効
果
が
減
殺
さ
れ
収
量

も
挙
ら
な
い
の
で
今
後
は
主
力

◎
議
第
三
号
　
松
代
町
牧
入
役

の
任
命
同
意
に
つ
い
て

現
収
入
役
が
再
度
任
命
さ
れ
た

⑨
議
第
四
号
　
松
代
町
監
査
委

員
の
任
命
に
つ
い
て
，
　
．

樋
口
熊
一
氏
が
再
任
命
さ
れ
た

ゆ
議
第
五
号
　
松
代
町
固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
の
任
命
同
意

に
つ
い
て

樋
口
広
吉
氏
が
再
任
命
さ
れ
た

⑨
議
第
六
号
　
松
代
町
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

　
医
療
職
員
給
料
表
が
追
加
さ

れ
た

　
　
　
　
　
　
　
噺
』
■
■
■
」
》
陰
■
■
腰

を
本
田
作
業
に
傾
け
苗
の
適
今

期
に
は
田
植
え
が
出
来
る
よ
5

万
全
の
燈
備
を
整
え
る
べ
き
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
本
号
で
は
本
田
作
業

と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
施
肥

の
考
え
方
に
つ
い
て
申
し
述
べ

る
こ
と
』
す
る
。

　
云
う
ま
で
も
な
く
水
田
の
施

肥
に
稲
の
栄
養
と
な
る
養
分
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
が
稲
は
肥

料
を
直
接
養
分
と
し
て
吸
収
す

る
よ
り
は
土
壊
を
通
じ
て
吸
収
、

利
用
す
る
も
の
で
む
し
ろ
肥
料

は
土
壌
養
分
の
補
給
と
い
っ
て

も
よ
い
位
だ
か
ら
水
田
か
ら
如

何
に
し
て
養
分
が
供
給
さ
れ
る

か
、
施
さ
れ
た
肥
料
が
土
壌
中

で
ど
ん
な
変
化
を
す
る
か
知
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
土
地
が
悪
い
場
合
稲
の
根
が

腐
っ
て
養
分
の
吸
収
が
阻
害
さ

れ
る
の
で
養
分
吸
収
の
場
で
あ

る
土
壌
の
性
質
と
稲
の
根
の
彷

き
を
知
る
と
共
に
夫
々
の
肥
料

の
特
質
を
考
え
自
分
の
田
の
ク

セ
に
合
っ
た
肥
料
を
使
用
す
る

こ
と
玉
更
に
稲
の
生
理
に
合
致

（4月21日撮．影）りくつ
．

代苗

腎
委
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

驚
藻
麟
動
難
儲
鞠

◎
議
第
十
号
　
松
代
町
公
民
舘

設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
松
代
町
公
民
舘
の
他
地
区
分

舘
部
落
支
舘
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
、
職
員
は
舘
長
一
名
、

分
舘
長
舘
支
長
は
分
舘
支
舘
毎

に
一
名
、
主
事
一
名
、
専
門
委

員
三
名
、
書
記
一
名
を
お
く
こ

と
が
で
き
運
営
審
議
会
委
員
は

＋
五
名
以
内
で
任
期
は
二
年
で

ゆ
の
る

◎
議
第
十
一
号
　
松
代
町
教
員

住
宅
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
清
水
と
山
平
の
教
員
住
宅

に
適
用
す
る
）

　
使
用
料
、
室
代
と
レ
て
噸
昼

に
つ
き
月
額
百
円
徴
収
す
る
こ

し
た
能
率
の
高
い
条
件
で
養
分

を
吸
収
さ
せ
る
事
が
重
要
で
あ

る
。　

稲
の
生
育
に
も
っ
と
も
影
響

す
る
の
が
窒
素
肥
料
で
窒
素
の

量
と
施
肥
方
法
の
如
何
で
増
収

も
し
又
失
敗
も
す
る
。
尚
病
害

虫
の
発
生
や
倒
伏
に
も
大
き
く

響
く
の
で
窒
素
肥
料
の
施
用
に

つ
い
て
は
充
分
研
究
を
要
す
る

　
昨
年
度
町
内
の
あ
る
部
落
に

つ
い
て
実
施
し
た
施
肥
実
態
調

，
と
が
出
来

　
る
o

　
学
区
で

P
T
A
が

賄
婦
を
置

く
と
き
は

月
額
参
千

円
以
内
の

補
助
を
支

給
す
る
こ

と
が
で
き

　　　る
　☆　。
タ

常
任
委
員
決
る

－
『
・

議
会
各
常
任
委
員
が
次
の
通
り

き
ま
っ
た
。

◇
総
務
常
任
委
員
へ
六
人
）

委
員
長

委
　
員

秋
山
利
作

鈴
木
初
三
、
米
持
幸

太
郎
、
柳
藤
，
一
郎
、

武
田
雄
一
郎
、
室
岡

久
助

◇
文
教
厚
生
常
任
委
員
（
六
人
）

委
員
長
　
石
沢
昌
美

委
員
高
橋
喜
四
郎
、
山
本

　
　
　
　
昇
治
、
万
羽
弘
、
高

　
　
　
　
橋
義
平
、
若
井
宗
吉
，

◇
経
済
常
任
委
員
（
六
人
）

　一委
員
長
　
柳
喜
三
次

委
員
石
野
勝
以
、
市
川
軍

一
　
平
、
凍
籍
、
富
｝

・
　
　
　
沢
詠
、
づ
堺
盛
一

ハす
土
木
常
任
委
員
（
六
人
）

藝
員
長
小
堺
元
廊

委
員
髄
口
富
之
亟
、
武
田

　
　
　
　
良
平
、
佐
藤
勇
吉
、

　
　
　
　
井
上
政
治
、
佐
藤
兼

　
　
　
　
作

5
月
m
日
か
ら
の

愛
鳥
週
問
に
備
之
て

十
日
か
ら
愛
鳥
週
間
が
始
ま
り

ま
す
。

護
し
よ
う
と
い
う
考
え
か
ら
で

あ
る
が
、

い生
活
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
は

皆
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
こ
と
』

思
い
ま
す
。

虫
や
害
獣
に
食
い
あ
ら
さ
．
れ
イ
、

い
る
の
を
防
ぐ
の
に
は
野
鳥
は

有
益
な
彷
き
を
し
て
お
り
ま
す

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
野
鳥

の
食
す
る
の
を
詳
し
く
調
べ
た

結
果
、
森
林
の
害
虫
害
獣
を
食

べ
て
い
る
種
類
が
断
然
多
く
全

．
体
の
六
割
五
分
で
あ
り
、
動
植

物
混
食
野
鳥
は
二
割
あ
と
の
残

．
り
が
植
物
を
食
べ
て
い
る
程
度

で
あ
る
こ
と
が
始
め
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
有
益
鳥
の
保
護
は
た
y
ち
に

森
林
保
護
に
つ
な
が
る
。
こ
れ

か
ら
益
鳥
と
害
鳥
の
わ
か
れ
る

と
こ
ろ
は
先
ず
鳥
類
の
生
活
が

今
年
も
例
年
の
よ
う
に
五
月

　
　
こ
れ
は
一
つ
自
然
を
愛

　
　
　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

。
野
鳥
は
色
々
な
面
で
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
こ
と
に
森
林
が
害

査
に
よ
る
と
極
端
な
も
の
は
別

と
し
て
も
最
少
は
窒
素
成
分
で

反
当
七
五
〇
匁
か
ら
最
高
は
二

貫
匁
近
い
も
の
ま
で
あ
っ
て
率

で
三
倍
近
く
量
で
石
灰
窒
素
一

袋
分
も
開
い
て
い
る
が
収
量
は

必
ず
し
も
こ
れ
と
平
衡
し
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
自
己
の
田

圃
に
合
っ
た
施
肥
量
や
施
肥
方

法
で
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し

「
人
真
似
」
的
な
、
或
は
稲
の

生
理
を
無
視
し
た
や
り
方
に
外

な
ら
な
い

　
兎
角
農

作
の
翌
年

は
肥
料
を

多
く
肥
す

と
い
う
の

が
過
去
の

農
家
心
理

で
山
の
っ
て

前
年
の
薯
．

作
が
も
う

少
し
肥
料

を
や
れ
ば

も
っ
と
穫

れ
た
の
で

は
な
い
か

今
年
は
そ
の
分
も
取
り
返
し
て

や
ろ
う
と
し
て
増
施
し
若
し
天

候
が
変
っ
て
来
る
と
失
敗
に
終

る
場
合
が
多
い
。
今
年
は
こ
の

点
特
に
注
意
し
て
一
昨
年
の
如

き
悲
滲
な
倒
伏
を
二
度
と
繰
返

さ
ぬ
様
に
し
た
い
も
の
で
あ
る

　
尚
窒
素
施
用
量
は
同
じ
で
も

や
り
方
に
よ
っ
て
稲
の
吸
収
利

用
量
は
非
常
に
異
な
り
表
暦
施

肥
の
場
合
は
三
〇
％
以
下
、
全

暦
施
肥
の
場
合
は
五
C
～
六
〇
％
だ

か
ら
今
迄
表
暦
施
肥
一
本
や
り

の
人
が
全
暦
施
肥
に
切
換
え
た

場
合
は
牛
量
程
度
の
肥
料
で
よ

い
こ
と
に
な
る
◎

　
又
最
近
県
農
試
で
奨
励
し
て

い
る
尿
素
の
下
暦
施
肥
を
や
つ

た
場
合
は
窒
素
の
七
〇
～
八
○

％
が
稲
に
吸
収
利
用
さ
れ
る
の

で
更
に
肥
料
の
節
約
に
な
る
、

　
下
暦
施
肥
田
は
初
期
の
肥
効
．

が
綾
や
か
で
後
期
迄
持
続
す
る

の
で
分
け
つ
数
が
多
く
な
り
す

ぎ
る
条
件
下
で
は
分
け
つ
発
生

が
適
度
に
抑
制
さ
れ
る
し
有
効

茎
歩
合
が
低
下
し
て
分
け
つ
数

が
不
足
す
る
よ
う
な
瘡
地
で
は

む
し
ろ
有
効
茎
歩
合
が
高
ま
る

こ
と
に
よ
り
分
け
つ
数
が
増
加

す
る
傾
向
を
示
し
穂
重
も
高
ま

る
が
常
時
湛
水
田
で
「
稲
よ
り

も
水
」
が
大
切
と
云
う
よ
う
な

と
こ
ろ
で
は
水
の
都
合
で
こ
の

方
法
は
や
れ
な
い
。

　
近
年
田
植
時
期
が
早
ま
り
生

育
期
間
が
長
く
な
っ
た
こ
と
は

増
収
上
重
要
な
こ
と
だ
が
そ
の

た
め
に
生
育
中
期
に
肥
切
れ
飛

態
と
な
り
、
中
間
追
肥
を
や
っ

て
失
敗
し
た
例
も
あ
る
の
で
早

植
え
に
伴
う
施
肥
方
法
の
改
善

も
大
切
で
あ
る
。

　
次
に
燐
酸
肥
料
で
あ
る
が
、

本
年
度
は
五
年
連
続
豊
作
の
後

で
地
力
が
消
耗
さ
れ
て
い
る
関

係
上
、
特
に
地
力
増
強
の
目
的

か
ら
客
土
の
奨
励
を
し
て
来
た

か
実
績
は
あ
ま
り
上
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
客
土
を
多
量
に
や

っ
た
所
は
燐
酸
の
肥
効
が
お
ち

る
の
で
こ
の
よ
う
な
所
は
従
釆

の
五
割
以
上
増
肥
す
る
必
要
が

あ
る
。
、

　
普
通
田
に
於
て
も
ま
だ
燐
酸

肥
料
の
施
用
量
が
足
り
な
い
所

も
あ
る
が
、
こ
の
辺
は
燐
酸
欠

亡
地
帯
で
も
あ
り
三
要
素
均
衡

の
面
か
ら
も
又
稻
の
生
理
的
か

ら
も
窒
素
成
分
量
の
七
〇
～
八

○
％
位
は
施
用
し
た
い
も
の
で

み
る
。

　
加
里
肥
料
も
普
通
は
元
肥
が

望
ま
し
い
が
秋
落
田
に
於
け
る

加
里
肥
料
の
追
肥
効
果
は
顕
著

で
あ
る
か
ら
秋
落
田
で
は
元
肥

時
七
～
八
割
、
穂
肥
時
二
～
三

割
位
に
施
用
す
れ
ば
良
い
と
思

農
林
の
上
前
述
の
如
く
主
と
し

て
鳥
類
の
食
性
に
よ
り
ま
す
。

植
物
性
を
採
る
野
鳥
は
有
害
で

あ
り
俗
に
害
虫
と
云
い
ま
す
。

動
物
性
食
餌
を
採
る
鳥
類
は
有

益
で
こ
れ
を
益
鳥
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
そ
こ
で
小
鳥
と
森
林
と

の
関
係
は
特
に
野
鳥
達
の
有
益

性
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
例
で

明
ら
か
に
証
明
さ
れ
て
お
り
野

鳥
が
私
達
に
生
活
上
大
き
な
役

目
を
は
た
し
て
い
る
と
云
う
こ

と
は
実
に
有
難
い
こ
と
』
思
い

ま
す
。
ど
う
か
皆
様
こ
の
こ
と

を
充
分
御
認
識
不
さ
い
ま
し
て

可
憐
な
森
林
の
巡
視
者
で
あ
る

野
鳥
に
対
し
て
愛
の
手
を
差
し

の
べ
て
下
さ
い
。
そ
れ
に
は
野

鳥
小
鳥
達
に
集
箱
を
造
っ
て
あ

げ
て
下
さ
い
。
古
板
を
利
用
し

て
野
と
い
わ
ず
山
は
勿
諭
家
の

軒
下
で
も
よ
い
の
で
す
。
数
傷

く
備
え
て
や
っ
て
下
さ
い
。

　
私
は
今
年
四
月
上
旬
旧
山
箪

・
齋
檬
離
構
騰

一
集
箱
で
あ
り
ま
す
。
幼
い
学
音

諮
の
木
々
各
所
至
る
所
峯

｝が
目
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ナ

が
野
鳥
の
本
場
だ
け
あ
っ
て
が

否
そ
れ
に
対
し
て
の
指
導
者
各

り

不
甲
ヤ
校
の
先
生
喬
位
様
の
並

｝カ
な
ら
ぬ
あ
カ
の
た
ま
も
の
ン

　

『
難
麗
能
縫
れ
離

剰
で
あ
っ
て
も
良
い
の
で
す
。

旧
山
平
地
区
に
於
て
は
そ
う
で

ず
。
よ
く
／
＼
家
の
軒
下
に
些

で
婁
箱
の
あ
る
の
は
珍
し
く
た

い
。
こ
の
よ
う
に
一
般
の
農
林

に
た
ず
さ
わ
る
業
者
は
こ
の
よ

う
に
野
鳥
に
対
し
て
認
識
を
深

め
て
い
た
g
く
と
共
に
、
森
林

保
護
相
な
ら
ん
で
こ
の
意
義
あ

る
愛
鳥
遍
間
を
守
っ
て
行
き
た

い
も
の
で
す
。

　
　
　
（
松
代
町
愛
鳥
ク
ラ
ブ
）

ξ
ヤ
垂
ー
ー
》
ー

春
さ
き
に
多
い
火
事
，

　
”
危
険
物
の
取
扱
い
に
は
細
心
の
注
意
を
”

新
潟
県
の
過
去
十
年
間
の
平

均
を
み
る
と
、

が
一
番
火
災
が
多
く
、

五
月
、

に
な
っ
て
い
ま
す
。
春
さ
き
は

乾
燥
し
た
風
が
吹
い
て
気
象
的

に
も
火
事
に
な
り
や
す
い
条
件

に
な
り
が
ち
で
す
が
、
長
い
冬

を
通
り
ぬ
け
て
「
ホ
ツ
ト
」
し

た
人
間
の
気
の
緩
み
も
火
事
を

多
く
し
て
い
る
大
き
な
原
因
と

な
っ
て
い
ま
す
o
　
「
火
の
用
心

一
を
充
分
に
す
れ
ば
、
火
災
の

大
部
分
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
．
．
お
亙
い
に
注
意
し
て

火
事
を
だ
さ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
よ
う
、
と
り
わ
け
次
の
こ
と

が
ら
に
気
を
つ
け
て
励
行
し
て

下
さ
い
。

　
O
子
供
の
火
あ
そ
び
に
よ
る

火
災
が
ふ
え
て
い
ま
す
。
家
庭

三
位
が
一

一
年
中
で
四
月

　
　
二
位
が

二
月
と
い
う
順

わ
れ
る
。

　
尚
施
用
量
も
健
全
な
稻
に
仕

上
げ
る
た
め
に
は
窒
素
成
分
暑
、

に
対
し
一
〇
〇
～
一
二
〇
％
位

施
す
必
要
が
あ
る
。

で
も
学
校
で
も
、
特
別
な
注
，
意

を
与
え
て
下
さ
い
。
○
た
ば
こ

の
吸
い
が
ら
を
所
か
ま
わ
ず
投

げ
す
て
な
い
で
下
さ
い
。
○
え

ん
と
つ
は
完
全
で
し
よ
う
か
、

火
災
予
防
の
立
場
か
ら
も
う
一

度
九
し
か
め
て
み
て
下
さ
い
。

○
た
き
火
は
で
き
る
だ
け
や
め

ま
し
よ
う
。
特
に
も
え
や
す
い

物
の
あ
る
近
く
や
風
の
強
い
日

は
、
ぜ
っ
た
い
に
や
め
て
下
さ

い
。
ど
う
し
て
も
た
き
火
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
は
、
消

火
用
の
水
を
用
意
し
て
か
ら
や

っ
て
下
さ
い
。
○
電
気
器
具
は

信
用
の
あ
る
メ
ー
カ
ー
の
も
の

を
使
い
、
一
本
の
コ
ー
ド
か
ら

側
本
も
枝
を
つ
け
て
無
理
な
使

用
を
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
て

下
さ
い
。

　
　
　
　
「
県
だ
よ
り
」
よ
り

のり

あ
ハ
ノ
パ
ノ
ノ
ノ
　
　
ピ

餌
慮
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め
め
め
め
め
め

　
め
　
　
　
　
め

帥
艮
鋤
ー
関

め
ロ
“
闘
め

　
め
め
め
め
め
め

古
い
諺
で
あ
る
と
か
、

谷
甲
子
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
迷
い
う
面
は
余
り
関
心
が
も
た
れ

信
だ
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
》
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ

中
に
も
中
々
捨
て
が
た
い
も
の
ろ
が
昔
の
医
書
に
よ
る
と
こ
の

が
あ
る
。
中
に
は
事
実
そ
の
も
方
が
遙
か
に
重
要
で
あ
る
と
さ

の
ズ
バ
リ
と
裏
現
し
、
或
は
今
れ
て
い
る
。
最
近
特
に
問
題
に

日
の
学
問
か
ら
み
て
、
明
ら
か
さ
れ
て
い
る
高
血
圧
の
如
き
も

に
根
拠
の
あ
る
も
の
は
少
な
く
私
共
が
日
常
用
い
る
所
謂
血
罷

な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
計
は
勿
論
眼
科
麻
間
医
に
よ
る

　
要
す
る
に
永
い
年
月
に
わ
た
．
眼
底
の
所
見
即
ち
眼
球
の
裏
側

っ
て
云
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
ス
内
面
）
底
に
走
っ
て
い
る
血

そ
う
い
う
素
朴
な
言
葉
の
中
に
管
の
歌
態
及
び
眼
球
の
圧
力
を

は
や
は
り
そ
れ
に
は
そ
れ
だ
け
測
る
こ
と
に
よ
り
、
’
そ
の
高
血

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

の
充
分
な
根
挺
も
あ
り
た
の
で
琵
の
程
度
性
質
、
更
に
そ
の
治

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
療
の
面
ま
で
が
決
定
さ
れ
る
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
　
從
っ
て
す
べ
て
非
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
事
を
み
て
も
肯

で
あ
る
と
一
笑
に
ふ
す
こ
と
も
け
る
こ
と
』
思
う
。

出
来
な
い
，
む
し
ろ
茅
、
う
い
う
｝
健
康
な
人
の
目
は
見
る
か
ら

考
え
こ
そ
非
学
問
的
で
あ
る
。
ば
力
が
あ
り
輝
き
澄
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

　
よ
く
昔
か
ら
目
は
心
の
窓
で
眼
光
人
を
射
る
な
ど
の
形
容
も

あ
る
と
い
わ
れ
、
屡
々
引
用
さ
生
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
之

れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
眼
は
身
に
反
し
病
人
の
目
は
全
く
こ
の

体
健
康
の
シ
ン
ボ
．
ル
で
あ
る
と
反
対
で
あ
る
。
又
美
人
の
第
一

条
件
は
眼
で
あ
る
。
澄
ん
だ
瞳

黒
い
．
瞳
。
、
緑
の
瞳
の
様
に
勿
論

蹴
孔
、
暁
に
も
そ
の
美
し
さ
は

あ
る
で
し
よ
う
が
貞
眼
瞼
が
変

で
は
何
に
も
な
ら
ず
矢
張
り
眼

晦
の
形
こ
そ
人
の
生
命
と
も
云

え
る
様
だ
。

　
日
本
人
の
上
ま
ぶ
た
は
大
変

脂
肪
に
冨
み
ふ
く
ら
ん
で
一
軍

ま
ぶ
た
が
多
い
が
、
西
洋
人
は

脂
肪
が
少
く
凹
ん
で
二
重
瞼
が

多
い
．
日
本
人
の
．
瞼
は
た
る
ん

だ
形
で
単
調
な
感
じ
を
与
え
る

が
、
西
洋
人
は
実
に
よ
く
瞼
が

動
き
、
又
そ
の
振
幅
が
大
き
く

依
っ
て
表
情
も
豊
か
で
あ
る
。

こ
の
様
な
と
こ
ろ
か
ら
チ
ヤ
ー

ミ
ン
グ
の
目
、
表
情
の
豊
か
た

目
を
望
ん
で
二
重
瞼
手
術
希
望

の
女
性
が
後
を
た
』
な
い
有
様

で
あ
る
◎
而
し
二
重
瞼
が
高
等

で
一
重
瞼
が
下
等
で
あ
る
と
の

理
屈
は
ま
ず
な
い
。
．
早
い
話
が

猿
ど
か
馬
た
ど
は
い
ず
れ
も
皮

下
脂
肪
が
少
く
二
重
瞼
で
あ
る

從
っ
て
目
に
関
す
る
限
り
二
重

の
方
が
動
物
に
近
い
わ
け
で
あ

る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
と
お

こ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
悪

し
か
ら
ず
。

　
面
白
い
事
は
或
る
医
学
者
の

書
い
た
本
に
、
上
ま
ぶ
た
と
人

の
胃
は
相
対
し
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
腹
一
杯
食
べ
る
と

眼
が
た
る
む
と
か
、
眠
気
を
も

よ
お
す
と
か
云
わ
れ
て
い
る
が

人
の
身
体
に
は
何
か
そ
れ
ぐ

関
連
し
た
臓
器
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
年
を

と
る
と
上
ま
ぶ
た
の
脂
肪
が
減

っ
て
そ
の
分
た
る
ん
で
し
わ
に

な
る
。
こ
の
上
ま
ぶ
た
の
た
る

み
は
老
人
現
象
で
あ
る
が
、
之

は
即
ち
胃
の
た
る
み
、
特
に
胃
，

の
老
人
現
象
を
表
わ
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
．

　
そ
れ
に
反
し
て
眼
ぷ
た
の
た

る
ん
で
い
な
い
人
は
健
啖
家
が

多
い
様
で
あ
る
。
こ
の
様
な
み

か
た
か
ら
み
る
と
、
日
本
人
は

欧
米
人
よ
り
胃
腸
障
碍
と
か
胃

弱
な
ど
多
い
こ
と
が
主
食
で
あ

る
米
食
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

あ
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
面
白
い
問
題
で
あ
る
。

　
土
用
丑
の
日
は
鰻
、
八
ツ
目

鰻
に
と
っ
て
は
誠
に
悲
し
い
日

で
あ
る
。
古
く
か
ら
こ
の
目
に

鰻
、
八
ツ
目
を
食
べ
る
と
夜
盲

症
（
と
り
目
）
が
な
お
る
と
云

わ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
目
が

八
磐
も
あ
る
か
ら
だ
、
と
小
さ

い
時
は
思
っ
た
も
の
だ
が
、
よ

く
み
れ
ば
そ
れ
は
眼
で
は
な
ぐ

え
ら
の
穴
が
眼
の
様
に
み
え
、

又
之
等
に
は
誠
に
多
量
の
ビ
タ

ミ
ン
A
が
含
ま
れ
て
お
り
立
派

に
効
く
わ
け
で
あ
る
。

最
近
多
い
眼
の
患
者
を
診
な
が

ら
眼
に
ち
な
ん
だ
こ
と
を
書
い

て
み
ま
し
た
。

‡
～
t
｛
，
」
3

一
閑
居
迷
談

・
「
良
寛
さ
ま
」
の

の
様
な
明
け
暮
を
過
し
て
は
居

る
が
、
迎
も
良
寛
さ
ま
の
様
な

勉
強
の
出
来
な
い
の
が
恥
か
し

い
。
暇
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の

で
あ
る
が
俗
事
に
か
』
わ
り
合

う
凡
人
の
悲
し
さ
で
透
徹
し
た

愛
地
に
な
れ
な
い
◎

　
　
　
　
◇
…
：
◇
・

　
世
の
中
の
人
は
良
寛
さ
ま
の

渋

イ
ソ
テ
リ
階
級
で
は
阿
部
定
珍

老
の
外
、
歌
学
者
大
村
光
枝
、

江
戸
の
儒
者
亀
田
鵬
斉
（
医
者

で
文
人
）
解
良
叔
問
、
木
村
元

右
衛
門
、
山
田
杜
翠
、
三
輪
権

平
、
鈴
木
隆
造
及
陣
造
、
貞
信

尼
そ
の
他
国
上
山
を
中
心
と
す

る
知
識
暦
と
の
交
遊
を
歌
に
書

簡
に
数
多
く
見
る
。

手
紙
の
一
片
か
ら
ど
ん
な
に
勉

海勉

老強

入

山
の
中
に
籠
っ
て
良
寛
さ
ま
あ
の
境
地
に
な
れ
た
事
を
唯
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

稟
そ
の
も
の
と
思
っ
て
血
の
に

じ
む
様
な
勉
強
を
さ
れ
た
事
を

知
る
人
は
少
な
い
◎

　
人
間
良
寛
の
う
ち
の
勝
れ
た

歌
、
俳
句
、
書
等
が
如
何
に
刻

苦
勉
励
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

は
良
寛
さ
ま
の
残
さ
れ
た
手
紙

に
そ
の
一
斑
を
知
る
事
が
出
来

る
◎
良
寛
さ
ま
の
交
友
関
係
は

“
一
曜
∂
●
昌
．
¶
σ
o
ロ
鴨
一
e
‘
・
暢
暢
頓
6
●
＝
鴨
り
c
●
嶋
唱
顧
●
σ
。
購
＝
の
●
。
口
。
o
θ
の
嶋
鴨
璽
ワ
ご
＝
＝
σ
二
＝
7
6
二
7
二
＝
＝
9
二
＝
・
二
＝
」
亀
＝
・
二
＝
3
二
＝
．
・
二
＝
．
9
二
＝
9
ニ
ニ
曽
9
二
＝
鳴
．
・
二
＝
．
二
。
＝
σ
＝
＝
．
．
9
二
＝
．
二
鴨
。
7
二
＝
膠
．
二
＝
．
．
二
＝
．
σ
二
＝
．
。
二
＝
σ

　
「
魚
は
瀬
に
住
む
、
鳥
木
に

と
ま
る
、
人
は
情
の
下
に
お
る

」
古
人
の
諺
の
如
く
す
べ
て
自

然
に
生
れ
自
然
に
順
和
す
る
の

は
動
物
界
の
な
ら
い
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
何
時
も
自
然
を
楽
し
み

自
然
に
生
き
る
つ
も
り
で
あ
り

ま
す
。
我
が
松
代
愛
鳥
ク
ラ
ブ

の
発
端
は
先
ず
第
一
に
野
鳥
の

　
　
と
森
林
の
乱
伐
を
防
ぎ
、

農
作
物
の
害
虫
撲
滅
に
専
ら
力

を
そ
、
ぐ
べ
く
立
上
っ
た
の
で

す
。
河
川
の
魚
は
乱
獲
さ
れ
、

山
の
木
は
毎
年
年
と
共
に
一
本

一
本
み
だ
り
に
切
り
倒
さ
れ
、

野
鳥
の
住
む
木
は
だ
ん
／
＼
減

っ
て
行
く
．
、
こ
の
歌
態
を
見
て

い
で
し
よ
う
か
　
こ
の
幼
虫
時

代
に
全
滅
し
て
く
れ
る
の
は
誰

で
し
よ
う
。
そ
れ
は
可
憐
な
野

鳥
で
あ
り
ま
す
。
毒
蛾
を
始
め

昆
虫
類
の
細
菌
媒
介
、
常
に
尊

い
人
命
ま
で
も
お
び
や
か
さ
れ

て
お
り
、
毎
年
そ
の
た
め
に
貴

重
な
時
間
と
労
力
を
無
駄
に
費

し
て
お
る
か
と
思
う
と
全
く
な

に
な
げ
か
わ
し
い
こ
と
で
は
な
ん
ど
虫
ば
か
り
食
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
G
　
　
　
　
　
｝

一
「
ア
カ
ハ
ラ
」
こ
れ
も
同
芯
こ

ろ
南
か
ら
渡
っ
て
き
て
高
原
の

屠
松
林
で
繁
殖
し
て
い
る
コ
ガ

［
ネ
典
イ
ナ
ゴ
そ
の
他
各
種
の

琵
虫
や
ミ
ミ
ズ
を
好
ん
で
食
べ

豹
9
又
小
形
の
甲
虫
類
各
種
の

一
　
　
　
、

万
類
ハ
エ
　
ア
ブ
ラ
ム
シ
等
を

り
糞
べ
る
。

「
ア
カ
ゲ
ラ
」
は
一
年
中
日
本

を
よ
く
利
用
す
る
。
，

「
ク
・
ツ
グ
メ
」
は
木
の
実
も

多
少
食
べ
る
が
主
と
し
て
甲
虫

類
、
ア
ブ
、
ハ
エ
、
ガ
の
幼
虫

等
食
べ
る
。

「
ア
カ
モ
ズ
」
本
州
に
は
五
月

上
旬
頃
渡
，
っ
て
く
る
。
各
種
甲

虫
類
、
コ
オ
ロ
ギ
、
バ
ツ
タ
、

一セ
ミ
、
ア
ブ
、
ト
ン
ボ
等
の
昆

虫
類
、
外
に
カ
エ
ル
等
も
食
す

さ
欝
韓
難
髪
熱
篇
逆
に
雲
藁
荘
．
鰻
筋

…
野
鳥
愛
護
一
と
植
林
…
…
…

・
ゼ
…
…
…
…
…
・
…
…
…
松
代
町
愛
鳥
ク
ラ
ブ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

何
の
自
然
の
茉
即
ち
天
然
の
頁
の
名
の
如
く
鷺
は
勿
論
一

美
が
あ
り
ま
し
よ
う
か
。
山
野
木
一
草
魚
類
に
至
る
ま
で
総
べ

に
木
が
繁
っ
て
こ
ン
、
野
鳥
が
繁
て
自
然
の
美
を
愛
護
し
て
お
る

殖
し
、
人
々
の
目
が
と
）
・
か
な

い
害
虫
が
数
知
れ
ぬ
程
自
然
の

う
ち
に
殺
さ
れ
て
い
く
の
で
す

こ
の
害
虫
の
為
全
国
数
箇
所
の

大
松
林
が
一
夜
に
し
イ
、
消
え
た

と
い
5
話
を
皆
さ
ん
は
御
存
じ

の
事
－
、
し
思
い
憲
す
へ
、
又
夏
が
近

ず
ぐ
に
つ
れ
庸
蛾
の
発
生
こ
れ

ら
に
毎
夜
せ
め
ら
れ
る
な
ど
実

の
で
す
、
次
に
山
を
ま
も
る
野

鳥
の
仇
を
二
三
の
例
を
あ
げ
て

み
よ
う
。

「
キ
ビ
タ
キ
」
は
各
種
の
甲
虫

類
、
あ
ぶ
、
は
え
の
幼
虫
や
成

虫
等
を
食
べ
る
。

一
，
サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ
」
は
四
月

下
旬
頃
南
か
ら
渡
つ
て
く
る
。

あ
ぶ
、
は
え
、
あ
ぶ
ら
虫
等
ほ
と

　
ノ
　
　
』

虫
も
食
す
）

「
ウ
グ
イ
ス
」
」
名
春
を
告
げ

る
鳥
と
呼
ば
れ
い
た
る
と
こ
ろ

に
さ
え
づ
り
が
聞
え
る
。
コ
ガ

ネ
虫
、
ゾ
ウ
虫
等
甲
虫
類
、
ガ

の
幼
虫
、
カ
メ
ム
シ
等
ほ
と
ん

と
虫
ば
か
り
食
す
。

「
ム
ク
ド
リ
」
は
留
鳥
で
あ
り

人
目
の
つ
き
や
す
い
耕
地
、
庭

園
、
部
落
附
近
に
い
る
．
、
動
植

物
質
と
も
に
食
べ
る
。
育
雛
期

に
は
主
に
昆
虫
を
食
す
。
鉱
燥
籏

飛
び
ま
わ
り
小
さ
い
色
々
な
虫

を
食
べ
る
。

「
シ
ジ
ユ
ウ
ガ
ラ
」
は
一
日
平

均
三
三
〇
匹
の
虫
を
食
す
る
。

「
ム
ク
ド
リ
」
は
一
日
平
均
五

七
〇
匹
の
昆
虫
を
食
す
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　
日
本
に
棲
む
野
虫
は
現
在
五

二
〇
種
位
あ
り
こ
れ
ら
の
中
五

九
％
は
動
物
質
を
食
し
三
割
八

分
は
動
植
物
を
混
食
し
植
物
の

み
食
べ
る
の
は
僅
か
二
％
に
過

一

ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　
松
喰
虫
を
始
め
松
の
木
ハ
バ

チ
や
「
マ
イ
マ
イ
ガ
」
松
毛
虫

　
　
　
　
じ
ヤ

等
の
大
発
生
を
見
て
そ
の
被
害

面
積
は
（
本
県
）
既
に
一
万
五
千

町
歩
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
数

多
く
の
例
で
明
ら
か
に
証
明
さ

れ
て
い
る
と
お
り
野
鳥
が
私
達

生
活
上
に
大
き
な
彷
き
を
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
充
分
認
識

下
さ
い
ま
し
て
可
隣
な
優
秀
な

森
林
巡
視
者
で
あ
る
小
鳥
を
可

愛
が
っ
て
行
き
ま
し
よ
う
。

　
次
に
日
本
最
大
の
保
護
鳥
に

つ
い
て
述
ぺ
て
み
る
。

本
県
に
お
い
て
も
佐
渡
、
能
登

に
い
る
「
ト
キ
」
其
の
数
も
減

り
只
今
で
は
九
羽
位
生
棲
し
て

い
る
ば
か
り
で
「
コ
ウ
ノ
ト
リ

」
も
ま
た
そ
う
で
あ
り
、
本
県

で
は
こ
れ
に
対
し
て
補
助
金
ま

で
出
し
て
保
護
し
て
お
り
ま
す

　
と
こ
ろ
で
、
心
な
き
ハ
ン
タ

ー
に
撃
ち
殺
さ
れ
保
護
鳥
が
少

い
の
は
な
ん
と
し
て
も
残
念
な

事
で
あ
る
．
．
例
へ
ば
今
年
に
な

っ
て
か
ら
林
野
庁
に
報
告
が
あ

っ
た
だ
け
で
も
二
十
二
羽
の
大

目
鳥
が
撃
ち
殺
さ
れ
て
い
る
。

「
コ
ゥ
ノ
ト
リ
」
は
目
本
に
は

共
庫
県
に
わ
ず
か
二
十
数
羽
が

い
る
だ
け
で
特
別
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
て
い
る
、
ま
さ
に

国
宝
扱
い
と
庵
い
う
べ
き
だ
。

近
年
保
護
さ
れ
て
殖
え
つ
』
あ

る
北
海
道
の
「
タ
ン
チ
ョ
ウ
ヅ

ル
」
と
新
潟
県
瓢
湖
の
白
鳥
だ

「
タ
ン
チ
ヨ
ウ
」
は
昭
和
二
十

八
年
に
は
四
十
二
羽
だ
っ
た
が

昭
和
三
十
四
年
に
は
百
四
十
羽

と
な
り
『
白
鳥
」
は
今
年
二
百

七
十
羽
の
大
群
と
な
っ
た
、
実

に
う
れ
し
い
話
だ
。

　
野
鳥
は
狩
猟
法
と
い
う
法
律

に
よ
り
ま
た
色
々
な
規
則
に
よ

っ
て
護
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
お

亙
い
に
法
を
守
り
年
と
共
に
減

り
つ
』
あ
る
野
や
山
の
小
鳥
達

に
愛
の
手
を
さ
し
の
べ
て
、
多

く
の
巣
箱
を
与
え
、
そ
う
し
て

ま
た
一
本
で
も
多
く
木
を
植
え

て
緑
の
郷
土
に
し
た
り
小
鳥
の

嚇
え
づ
る
な
ご
や
か
な
森
林
で

明
る
い
楽
し
い
我
が
松
代
町
、

住
み
よ
い
松
代
町
に
努
力
す
る

松
代
町
愛
鳥
ク
ラ
ブ
の
歩
み
に

対
し
て
絶
大
な
る
御
支
援
と
御

協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
（
筆
者
は
会
員
・
関
谷
）

強
さ
れ
て
い
た
も
の
か
を
べ
っ

見
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
◇
…
…
◇
畠

　
比
度
は
御
疎
遠
に
打
過
候

然
れ
ば
与
板
よ
り
「
万
葉
略
解

」
参
り
候
や
、
此
者
に
あ
つ
ら

ひ
つ
か
は
さ
る
可
く
候
◎
も
し

未
だ
参
ら
ず
候
は
y
御
所
持
の

「
万
葉
一
拝
借
可
被
下
候
◎
下

続
い
た
し
．
お
き
た
く
候
。
与
板

へ
も
早
速
人
遣
は
し
可
被
下
候

　
以
上
　
神
な
月
十
六
日

　
　
　
　
　
○

．
如
仰
最
寒
信
に
こ
ま
い
入
り

候
。
此
頃
は
少
々
う
ち
く
つ
ろ

ぎ
候
。
　
「
王
義
之
法
帳
」
二
雀

・
御
返
申
候
。
下
巻
御
借
被
下
度

候
。
過
し
頃
は
た
は
し
た
た
す

は
り
実
に
珍
ら
し
く
候
。
十
八

白
う
ち
忘
御
礼
申
不
上
候
。
頓

『
首
　
十
二
月
二
十
八
日

筒
み
そ
少
々
御
換
可
被
下
候
。

　
　
　
　
　
○

　
与
板
へ
の
書
猷
は
十
日
の
日

づ
け
に
致
し
候
間
十
日
よ
り
天

気
次
第
に
人
に
つ
か
は
さ
れ
可

被
下
候
。
　
大
ふ
ろ
し
き
一
粒

も
た
せ
て
。
荷
物
少
々
の
こ
し

置
き
候
間
、
■
万
葉
を
国
上
へ
被

遣
の
節
つ
か
は
し
可
被
下
候
。

並
に
朱
唐
紙
朱
墨
御
忘
れ
く
だ

さ
る
ま
じ
く
候
。
も
し
「
万
葉

略
解
」
を
御
覧
じ
被
遊
候
は
》

二
三
冊
あ
と
へ
残
し
可
被
遊
候

御
取
し
ま
い
被
成
候
て
早
速
椿

た
せ
可
被
遣
候
。
万
葉
の
二
三

四
五
所
持
仕
候
。

　
　
　
　
　
○

　
此
間
寒
気
に
堪
え
が
た
く
候

然
れ
ば
「
ち
よ
う
州
録
」
一
巻

御
家
に
有
之
候
は
y
遣
度
被
下

候
。
以
上
　
十
月
二
十
九
目

　
　
　
　
◇
…
…
◇

　
あ
の
気
品
の
高
い
草
書
や
万

葉
の
香
り
高
い
歌
が
、
国
上
σ

五
合
庵
並
に
巳
子
神
社
裏
に
下

ら
れ
て
か
ら
も
刻
苦
勉
励
の
結

「
誘
蟻
で
あ
る
こ
と
に
頭
が

　
　
　
　
◇
：
」
…
◇

　
良
寛
さ
ま
の
円
通
寺
か
ら
五

合
庵
へ
帰
ち
れ
る
迄
の
二
十
年

は
く
わ
し
い
こ
と
は
知
る
由
も

な
い
。
十
八
才
で
出
家
さ
れ
三

十
七
八
才
の
頃
国
上
山
へ
帰
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
そ
の
詩
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
○

円
通
寺
に
来
っ
て
よ
り

幾
度
か
冬
春
を
経
る

衣
あ
か
づ
け
ば
い
さ
』
か
自
ら

す
』
ぎ
食
尽
き
れ
ば
城
え
つ
に

出
づ

門
前
千
家
の
邑
更
に
一
人
を
知

ら
ず

曾
て
高
倫
伝
を
読
む

悩
伽
に
清
貧
を
可
し
と
す

　
　
　
　
◇
…
…
◇

　
円
通
寺
の
国
仙
郡
師
を
慕
つ

て
こ
の
檎
が
越
後
へ
来
遊
の
み

ぎ
り
備
中
の
玉
島
ま
で
つ
い
て

行
っ
た
の
だ
っ
た
が
没
く
な
ら

れ
て
か
ら
備
中
を
中
心
に
そ
の

あ
た
り
四
国
方
面
へ
も
足
を
の

ば
し
た
。
そ
う
し
て
孤
独
の
生

活
世
の
悩
み
の
一
切
か
ら
超
越

す
る
修
業
に
身
を
打
ち
込
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
の
人
万
丈
が
そ
の
見
聞

を
綴
（
．
た
【
寝
覚
め
の
友
」
の

中
に
良
寛
の
事
が
載
っ
て
い
る

　
　
　
　
◇
…
…
◇

　
そ
れ
に
よ
る
と
万
丈
が
若
い

時
土
佐
の
国
へ
行
っ
た
ら
城
下

か
ら
三
里
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で

大
雨
に
あ
っ
て
と
ま
る
と
こ
ろ

も
な
し
、
道
か
ら
二
丁
ば
か
り

の
山
の
麓
に
こ
わ
れ
た
庵
堂
が

あ
っ
た
か
ら
乞
う
て
と
め
て
貰

っ
た
．

そ
こ
に
は
色
青
く
面
や
せ
た
倫

が
ひ
と
り
炉
を
囲
ん
で
い
た
が

食
ふ
べ
き
も
の
も
な
く
、
●
風
ふ

せ
ぐ
べ
き
ふ
す
ま
も
な
い
。
二

人
が
炉
を
囲
ん
で
い
た
が
こ
の

青
年
僧
は
始
め
は
も
の
を
言
っ

た
が
後
は
ぴ
と
こ
と
も
言
わ
ず

炉
の
ふ
ち
に
手
枕
を
し
て
眠
っ

て
し
ま
っ
た
。

夜
が
あ
け
た
ら
麦
の
粉
を
か
き

ま
ぜ
た
も
の
を
食
べ
さ
せ
た
。

窓
の
も
と
に
小
さ
な
机
が
あ
っ

て
文
二
巻
が
の
せ
て
あ
る
。
の

ぞ
い
て
み
た
ら
唐
刻
の
荘
子
で

そ
の
中
に
こ
の
僧
の
作
と
覚
し

く
右
詩
を
草
書
で
書
い
・
て
あ
っ

た
。
が
、
そ
れ
に
越
州
の
産
良

寛
書
す
、
と
書
い
て
あ
る
。

雨
は
一
日
中
や
ま
ず
又
一
夜
を

乞
ふ
た
。
矢
張
り
食
べ
物
は
衰

粉
だ
っ
た
。

三
日
目
に
出
立
す
る
時
銭
少
々

御
礼
に
や
っ
た
が
そ
ん
な
も
の

に
は
用
事
は
な
い
と
い
っ
て
う

け
つ
け
ぬ
。
不
本
意
な
が
ら
短

冊
と
紙
を
や
っ
た
ら
大
変
喜
ん

だ
。

　
・
こ
れ
は
二
十
年
前
の
こ
と
だ

が
、
こ
れ
が
い
ま
の
有
名
な
良

寛
で
あ
っ
た
。
と
し
る
し
て
あ

る
。
そ
れ
に
よ
る
と

弘
化
二
年
巳
の
と
し
の
初
夏

　
椿
園
の
あ
る
じ
万
丈

　
　
　
　
　
　
七
十
才
書
す

　
　
　
　
◇
…
…
◇

　
良
寛
と
親
交
の
あ
っ
た
原
田

教
斉
氏
の
後
え
い
原
田
勘
平
君

は
私
の
友
人
で
久
し
ぶ
り
に
こ

の
程
新
潟
で
逢
っ
た
の
で
沫
談

と
し
て
こ
れ
か
ら
は
じ
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
四
、
二
六
）
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閃
闘

滝
沢

柳

○
遠
近
に
木
を
割
る
青
や
花
曇
り

○
遠
山
の
雪
ま
だ
白
し
田
打
人

○
畦
焼
の
恐
ろ
し
く
な
り
消
し
廻
る

○
春
曉
の
窓
辺
に
鳥
の
来
て
鳴
け
り

　
　
　
　
　
　
　
千
年
　
　
柳

○
大
小
の
星
の
出
て
い
る
花
の
上

○
水
仙
の
花
い
き
く
と
夜
深
み

静茶

水水


