
　
　
　
　
　
　

　

上
越
新
幹
線
浦
佐
駅
を

降
り
る
と
露
店
が
並
ぶ
な

か
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
雪

道
を
行
く
と
毘
沙
門
堂
に

着
く
。
祭
礼
当
日
は
朝
か

ら
稚
児
行
列
、
大
名
行
列

の
堂
入
り
や
、
御
開
帳
、

護
摩
法
要
が
行
わ
れ
る
。

昼
か
ら
午
後
三
時
頃
に
か

け
て
、
毘
沙
門
天
の
御
堂

の
屋
根
か
ら
、
講
中
総
出

で
作
り
護
摩
の
加
持
が
込

め
ら
れ
た
福
餅
が
何
回
か

に
分
け
て
撒
か
れ
る
。
こ
れ
を
授
か
る
と
一
年
間
「
除
災
招
福
」

に
な
る
と
し
て
皆
取
り
合
う
。
毘
沙
門
堂
は
大
同
二
年
（
八
〇
七

年
）
、
坂
上
田
村
麿
が
北
方
平
定
に
感
謝
し
て
守
り
本
尊
の
毘
沙

門
天
を
こ
の
地
に
お
祀
り
し
、
祝
宴
を
催
し
た
の
が
始
ま
り
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　

夕
や
み
迫
る
六
時
頃
に
な
る
と
、
境
内
に
は
「
水
行
」
参
拝
の

多
聞
青
年
団
の
若
者
た
ち
が
白
装
束
で
集
ま
り
、
「
サ
ン
ヨ
ー
、

サ
ン
ヨ
」
の
掛
け
声
と
と
も
に
雪
道
を
不
動
明
王
像
の
前
ま
で
進

む
。
そ
の
周
り
を
付
き
人
た
ち
が
火
の

点
っ
た
巨
大
な
蝋
燭
を
抱
え
て
進
む
。

奉
納
さ
れ
た
百
数
十
本
の
蝋
燭
は
高
さ

一
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
三
十
キ
ロ
も
あ

る
。
水
垢
離
を
と
り
躰
か
ら
湯
気
を
立

ち
上
が
ら
せ
た
若
者
た
ち
は
、
毘
沙
門

堂
に
な
だ
れ
込
む
。
立
錐
の
余
地
も
な

い
堂
内
の
四
隅
高
所
に
は
大
蝋
燭
が
灯

さ
れ
て
い
る
。

　

午
後
七
時
頃
か
ら
押
合
い
が
始
ま
り
、

毘
沙
門
天
に
な
り
代
わ
り
年
男
や
奉
納
者

が
押
合
う
裸
衆
に
福
物
を
撒
与
す
る
。
サ

ン
ヨ
の
掛
け
声
は
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
。

こ
の
奪
い
合
い
は
男
の
意
地
で
あ
り
授
か

る
と
親
類
縁
者
で
祝
杯
を
挙
げ
る
。
祭
り

の
見
ど
こ
ろ
の
神
事
「
さ
さ
ら
す
り
」
は

烏
帽
子
に
狩
衣
姿
の
年
男
が
人
馬
に
ま
た

が
り
入
堂
す
る
と
、
押
合
っ
て
い
た
裸
衆

は
輪
を
作
っ
て
取
囲
み
、
足
を
踏
み
「
サ

ン
ヨ
ー
、
サ
ン
ヨ
」
の
掛
け
声
で
踊
り
、

そ
の
年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
。
日
本
三
大

奇
祭
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
、
毎
年
三
月
上

旬
に
開
催
さ
れ
る
。
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大
鼓
は「
お
お
つ
づ
み
」と
も「
お
お
か
わ
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。能
楽
囃
子
や
歌
舞
伎

囃
子
、各
地
の
祭
囃
子
や
民
俗
芸
能
に
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。ま
る
で
金
属
音
の
よ
う
な
カ
ー

ン
と
鋭
い
高
音
が
特
徴
で
す
。桜
材
の
胴
に
馬

皮
を
当
て
、麻
の
調
べ
緒
を
締
め
て
組
み
上
げ

ま
す
。演
奏
に
あ
た
っ
て
は
、皮
を
二
時
間
ほ

ど
炭
火
や
電
熱
器
で
焙
じ
、調
べ
緒
を
限
界
ま

で
き
つ
く
締
め
上
げ
ま
す
。大
鼓
の
皮
は
強
く

丈
夫
で
す
が
、打
て
ば
打
つ
ほ
ど
消
耗
し
、能

楽
で
は
五
〜
十
曲
ほ
ど
演
奏
す
る
と
そ
の
役

目
を
終
え
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

能
楽
が
大
成
し
た
室
町
期
以
前
の
平
安
末

期
に
起
こ
っ
た
歌
舞
の
一
種
で
、今
様
や
朗
詠

に
合
わ
せ
て
女
性
が
舞
っ
た
こ
と
も
含
め
て

「
白
拍
子
」と
言
い
、写
真
は
白
拍
子
が
大
鼓
を

抱
え
打
っ
て
い
ま
す
。囃
子
方
演
奏
者
が
数
百

年
と
受
け
継
い
で
き
た
音
色
を
繋
ぎ
続
け
て

い
く
た
め
、職
人
た
ち
は
日
々
研
鑽
に
努
め
、

皮
の
仕
込
み
か
ら
大
鼓
皮
縫
い
の
一
針
一
針

ま
で
、心
を
込
め
て
縫
い
上
げ
て
い
ま
す
。
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浅
草
徒
然
に
�
き

節
分

　

浅
草
寺
で
は
毎
年
二
月
三
日
節
分
会
を
行

っ
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
の
観
音
様
の
前
に
は

鬼
も
い
な
い
と
の
い
わ
れ
に
ち
な
み
、
豆
ま

き
の
発
声
は
「
千
秋
万
歳
、
福
は
内
」
で
、

「
鬼
は
外
」
と
は
唱
え
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代

よ
り
、
法
要
と
豆
ま
き
に
加
え
、
節
分
祈
祷

の
守
札
も
授
与
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
は

隣
の
浅
草
神
社
の
神
楽
殿
で
も
年
男
、
年
女

が
「
福
は
内
」
と
豆
ま
き
を
し
、
い
ま
も
昔

も
変
わ
ら
ぬ
浅
草
の
賑
わ
い
で
す
。

古
典
芸
能
へ
の
と
び
ら

大
鼓

ほ
う

  　

東
京
で
は
梅
も
見
頃
と
な
り
、

日
増
し
に
暖
か
さ
も
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
三
月
、
ま
だ
雪
が
残

る
新
潟
県
南
魚
沼
市
を
訪
れ
ま
し

た
。
日
本
に
は
こ
の
寒
い
時
期
に

「
裸
祭
り
」
と
称
す
る
も
の
が
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代

に
著
さ
れ
た
『
北
越
雪
譜
』
に
も
、

越
後
魚
沼
の
雪
国
の
生
活
が
活
写

さ
れ
て
お
り
、
毘
沙
門
堂
裸
押
合

祭
り
は
、
当
時
男
は
下
帯
姿
、
女

は
浴
衣
を
着
て
堂
内
に
入
り
押
合

い
、
ま
る
で
蒸
し
風
呂
の
よ
う
な

状
態
で
あ
っ
た
と
、
記
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
今
は
男
だ
け
で
す
が
、

古
び
た
御
堂
で
、
大
ロ
ー
ソ
ク
、

水
垢
離
、
押
合
い
と
盛
り
沢
山
の

お
祭
り
で
し
た
。

　

古
来
、
太
鼓
は
日
本
人
の
祈
り

と
共
に
あ
り
、
人
々
の
魂
を
奮
わ

せ
、
心
を
癒
し
、
繋
い
で
き
ま
し

た
。
最
良
の
材
に
こ
だ
わ
り
、
自

然
の
恵
み
に
感
謝
し
、
伝
統
の
製

法
に
こ
だ
わ
る
。
幾
代
に
も
わ

た
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
大
小
さ
ま

ざ
ま
な
太
鼓
の
胴
は
、
宮
本
に

脈
々
と
伝
わ
る
想
い
と
と
も
に
、

そ
の
出
番
を
待
っ
て
い
ま
す
。
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欅の原木

水野年方の浮世絵

太
鼓
む
か
し
ば
な
し

欅
の
原
木

　

太
鼓
づ
く
り
は
最
良
の
材
を
求
め
る
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。
太
鼓
の
胴
と
し
て
は
、

欅
、
セ
ン
、
タ
モ
、
栃
な
ど
が
用
い
ら
れ
ま

す
が
、
そ
れ
ら
は
葉
が
落
ち
て
か
ら
新
芽
が

で
る
ま
で
の
間
の
一
、
二
月
頃
に
原
木
を
伐

り
出
し
ま
す
。
最
も
適
し
た
材
は
欅
で
、
厳

し
い
環
境
の
中
で
、
長
い
年
月
を
か
け
て

育
っ
た
欅
は
、
太
さ
丸
み
な
ど
太
鼓
に
適
し

た
も
の
は
樹
齢
百
年
以
上
経
っ
た
も
の
で

す
。
欅
は
日
本
固
有
の
木
で
、
ア
ジ
ア
を
は

じ
め
外
国
に
は
同
じ
よ
う
な
堅
さ
や
木
目
の

美
し
い
も
の
は
無
く
同
じ
も
の
は
二
つ
と
あ

り
ま
せ
ん
。
一
本
一
本
特
徴
を
も
っ
た
自
然

の
素
材
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
極
め
、
い
か
に

仕
上
げ
る
か
は
、
職
人
の
長
年
培
っ
て
き
た

技
術
と
経
験
に
よ
り
ま
す
。
永
き
に
わ
た
り

職
人
た
ち
が
受
け
継
い
で
き
た
太
鼓
づ
く
り

の
経
験
と
選
ば
れ
た
欅
か
ら
、
宮
本
の
太
鼓

判
「
太
卯
」
に
恥
じ
な
い
一
品
へ
。
日
々
職

人
た
ち
が
向
き
合
っ
て
お
り
ま
す
。


