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「
廓
内
よ
り
の
歸
り
」
は
朝
帰
り
か
？

―
「
た
け
く
ら
べ
」
注
釈
を
め
ぐ
っ
て

―

出
原

隆
俊

テ
ク
ス
ト
読
解
に
お
い
て
、
あ
る
部
分
の
解
釈
を
巡
っ
て
、
研
究

者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
。
勝
負
は
ど
の
よ
う

な
証
拠
を
提
示
す
る
か
に
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
決
定
的
に
誰

も
を
首
肯
さ
せ
る
も
の
は
ま
ず
な
い
。
そ
の
た
め
に
如
何
に
証
拠
固
め

に
接
近
す
る
か
の
方
法
の
積
み
重
ね
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
葉

の
テ
ク
ス
ト
は
「
に
ご
り
え
」
末
尾
の
合
意
心
中
か
無
理
心
中
か
、「
た

け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
の
変
貌
が
何
に
よ
る
の
か
が
、
長
ら
く
の
議
論

の
中
心
点
と
な
っ
て
き
た
。

「
た
け
く
ら
べ
」
の
次
の
箇
所
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
ほ
ど

に
は
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
問
題
点
の
一
つ
と
は
さ
れ
て

き
た
。
山
田
有
策
氏
は
本
作
全
体
の
把
握
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
だ

と
す
る
。

驚
い
て
見
返
（
か
へ
）
る
に
暴
れ
者
の
長
吉
、
今
廓
内
よ
り
の
歸

り
と
思
（
覚
）
し
く
、
裕
衣
を
重
ね
し
唐
棧
の
着
物
に
柿
色
の
三

尺
を
例
の
通
り
腰
の
先
に
し
て
黒
八
の
襟
の
か
ゝ
つ
た
新
ら
し
い

半
天
、
印
の
傘
を
さ
し
か
ざ
し
高
足
駄
の
爪
皮
も
今
朝
よ
り
ぞ
と

し
る
く
（
と
は
し
る
き
）
、
漆
の
色
の
き
わ

ぐ
し
う
て
立
ち
け

り
（
見
え
て
誇
ら
し
氣
な
り
）。

【
本
文
は
初
出
『
文
學
界
』
の
も
の
。
（

）
は
再
掲
の
『
文
藝
倶
楽

部
』
の
も
の
】

こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
注
釈
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〇
江
戸
時
代
は
、
職
人
で
吉
原
に
行
か
な
い
も
の
は
、
変
人
扱
い
に
さ

れ
た
り
、
仲
間
づ
き
あ
い
を
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の

男
性
が
女
性
を
知
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
遊
郭
で
、
一
五
、
六
歳
に
な
る

と
、
先
輩
が
無
理
や
り
連
れ
て
行
っ
た
。
こ
の
風
習
は
明
治
に
な
っ
て

も
下
町
に
は
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
と
び
職
の
頭
の
役
を
継
ぐ
長
吉

は
、
そ
う
い
う
経
験
を
積
む
段
階
に
あ
っ
た
。
一
人
前
の
お
と
な
に
な

っ
た
長
吉
が
信
如
の
世
話
を
焼
く
態
度
か
ら
も
、
な
ん
と
な
く
よ
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。（
『
日
本
近
代
文
学
大
系

樋
口
一
葉
集
』

和
田
芳
恵
、
一
九
七
〇
）

〇
い
わ
ゆ
る
朝
帰
り
。
当
時
の
十
六
歳
で
、
鳶
の
頭
の
子
で
も
あ
り
、
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「
暴
れ
者
」
の
長
吉
だ
か
ら
あ
り
う
る
こ
と
。（
『
全
集

樋
口
一
葉
』

岡
保
生
、
一
九
七
九
）

〇
遊
郭
か
ら
の
朝
帰
り
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
十
六
歳
で
「
仁
和
賀

の
金
棒
に
親
父
の
代
理
」
を
つ
と
め
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
ら
土
地
柄
か

ら
み
て
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
後
刻
に
學
校
で
逢
は
う
ぜ
」
か

ら
、
小
学
生
の
朝
帰
り
と
み
れ
ば
気
に
な
る
が
、
こ
こ
は
今
日
的
常
識

で
み
て
は
い
け
な
い
箇
所
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。（
『
樋
口
一
葉
』
木
村
真

佐
幸
、
一
九
八
〇
）

〇
江
戸
で
は
吉
原
、
大
坂
で
は
新
町
の
遊
郭
を
「
な
か
」
と
い
っ
た
。

「
廓
内
よ
り
の
帰
り
」
は
朝
帰
り
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
学
校
通
い
の
身
で

は
あ
る
が
、
年
は
当
時
の
十
六
歳
、
鳶
頭
の
子
で
、
暴
れ
者
で
あ
り
、

何
よ
り
も
こ
の
朝
の
扮
装
を
見
れ
ば
そ
う
考
え
ら
れ
よ
う
。「
新
ら
し

い
半
天
」
、「
爪
皮
も
今
朝
よ
り
と
は
し
る
き
」
、「
誇
ら
し
気
な
り
」
な

ど
に
は
初
登
楼
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（
『
校
注

樋

口
一
葉
』
中
野
博
雄
、
一
九
八
二
）

〇
諸
注
は
「
朝
帰
り
」
と
す
る
。（
『
近
代
文
学
初
出
復
刻

樋
口
一
葉

集
』
青
木
稔
弥
、
一
九
八
四
）

〇
頭
の
長
吉
の
登
場
で
あ
る
。
い
な
せ
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
誇
ら
し
げ

に
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
廓
の
初
買
い
に
他
な
ら
な
い
。
雨
に
な

っ
た
の
で
、
登
楼
し
た
廓
の
屋
号
の
印
の
入
っ
た
傘
を
借
り
、
意
気
揚

々
と
家
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
両
親
が
新
し
い

着
物
や
足
駄
を
と
と
の
え
て
息
子
を
廓
へ
と
お
く
り
出
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
廓
へ
の
登
楼
は
大
人
に
な
る
た
め
の
儀
式
で
あ
り
、
こ
こ
で
す
で

に
長
吉
は
大
人
の
世
界
に
一
歩
足
を
踏
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
『「
た
け
く
ら
べ
」
ア
ル
バ
ム
』
山
田
有
策
、
一
九
九
五
）

〇
吉
原
遊
郭
か
ら
の
朝
帰
り
で
あ
ろ
う
。
長
吉
は
す
で
に
十
六
歳
で
、

「
仁
和
賀
の
金
棒
に
親
父
の
代
理
を
つ
と
め
」
て
も
い
る
の
だ
か
ら
不

思
議
で
は
な
い
。（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

明
治
篇

樋
口
一
葉
集
』

菅
聡
子
、
二
〇
〇
一
）

△
『
樋
口
一
葉
小
説
全
集
』
（
長
谷
川
時
雨
、
一
九
五
七
以
前
）
、『
校

注

た
け
く
ら
べ
・
に
ご
り
え
』
（
大
野
茂
男
、
一
九
六
〇
）
旺
文
社

文
庫
（
塩
田
良
平
、
一
九
六
七
）
角
川
文
庫
（
岡
田
八
千
代
、
一
九
六

八
）
、『
一
葉
文
学
選
』（
山
根
賢
吉
、
一
九
八
七
）、
新
潮
文
庫

な
ど

に
は
注
は
な
い
。

「
諸
注
は
「
朝
帰
り
」
と
す
る
」
と
い
う
青
木
氏
の
歯
切
れ
の
悪
さ

は
無
責
任
と
の
そ
し
り
を
免
れ
ま
い
が
、
何
や
ら
そ
れ
ま
で
の
解
釈
に

疑
念
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
し
た
山
田

氏
を
除
い
て
は
多
く
は
す
っ
き
り
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は
「
廓

内
よ
り
の
歸
り
」
と
い
う
言
葉
に
捉
わ
れ
て
、
こ
の
箇
所
に
か
か
わ
る

必
要
な
情
報
集
め
に
不
用
意
な
部
分
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。
た
と

え
ば
、
「
第
一
彼
奴
は
交
際
知
ら
ず
で
女
郎
買
一
度
一
所
に
せ
ず
、
好

闘
鶏
鍋
つ
つ
き
合
つ
た
事
も
無
い
唐
偏
朴
、(

幸
田
露
伴
「
五
重
塔
」)

」

と
い
う
例
は
鳶
で
は
な
い
が
、
職
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
和
田
説
の
「
職

人
で
吉
原
に
行
か
な
い
も
の
は
、
変
人
扱
い
に
さ
れ
た
」
を
補
強
す
る

よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
単
独
行
動
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

こ
の
場
合
の
長
吉
に
は
適
用
で
き
ま
い
。



- 3 -

【
「
廓
内
」
と
は
何
を
指
す
か
】

な

か

ま
ず
、「
廓
内
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。「
土
手
を
の
ぼ
り
て
廓
内
ま

な

か

で
も
入
込
ま
ん
づ
勢
ひ
」（
第
二
章
）
、「
廓
内
の
大
き
い
楼
」（
第
四
章
）、

「
廓
内
の
大
巻
さ
ん
よ
り
も
奇
麗
だ
と
皆
が
い
ふ
」
（
第
六
章
）
、「
お

顧
客
は
廓

内
に
居
つ
づ
け
客
の
な
ぐ
さ
み
」
（
第
八
章
）
「
父
親
は
お

か
く
な
い

辞
義
の
鉄
と
て
目
上
の
人
に
頭
を
あ
げ
た
事
な
く
廓
内
の
旦
那
は
言
は

ず
と
も
の
事
、
」（
第
十
章
）
、「
お
前
は
知
ら
な
い
か
美
登
利
さ
ん
の
居

る
処
を
、
己
れ
は
今
朝
か
ら
探
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
何
処
へ
行
た
か
筆
や

へ
も
来
な
い
と
言
ふ
、
廓
内
だ
ら
う
か
な
と
問
へ
ば
、
」（
第
十
四
章
）
、

「
相
手
は
誰
れ
だ
、
龍
華
寺
か
長
吉
か
、
何
処
で
始
ま
つ
た
廓
内
か
鳥

居
前
か
」・
「
用
あ
る
折
は
廓
内
の
姉
の
も
と
ま
で
通
へ
ど
、」（
十
六
章
）

と
も
あ
り
、
性
的
交
渉
の
直
接
的
な
場
所
を
指
す
第
八
章(

そ
こ
だ
け

は
「
か
く
な
い
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る)
を
例
外
と
し
て
、
あ
く

ま
で
も
廓
の
外
側
と
対
比
し
た
内
側
と
い
う
場
所
一
般
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
葉
の
み
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
泉
鏡
花
「
註
文

帳
」(

「
廓
内
の
名
望
家
」
、
「
毎
日
研
物
の
荷
を
担
い
で
、
廓
内
を
ぶ

ら
つ
い
て
、」)

も
同
様(

た
だ
し
ル
ビ
は
他
の
箇
所
で
「
く
る
わ
う
ち
」

と
あ
る)

で
あ
る
。
永
井
荷
風
の
「
草
紅
葉
」
も
「
廓
内
の
女
た
ち
が

そ
の
周
囲
の
も
の
か
ら
一
種
の
尊
敬
を
以
て
見
ら
れ
て
い
た
江
戸
時
代

か
ら
の
古
い
伝
統
が
、」
と
あ
る
。「
廓
内
よ
り
の
歸
り
」
を
後
に
あ
る

「
朝
湯
の
歸
り
に
首
筋
白
々
と
手
拭
さ
げ
た
る
立
姿
を
、
今
三
年
の
後

に
見
た
し
と
廓
が
へ
り
の
若
者
は
申
き
、（
三
章
）」
に
お
け
る
「
廓
が

へ
り
」
と
同
一
視
す
る
事
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
通

ふ
子
供
の
數
々
に
或
は
火
消
鳶
人
足
、
お
と
つ
さ
ん
は
刎
橋
の
番
屋
に

居
る
よ
と
習
は
ず
し
て
知
る
其
道
の
か
し
こ
さ
、」（
一
章
）
と
あ
る
よ

う
に
、
鳶
の
頭
の
父
親
を
訪
ね
た
帰
り
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
朝
帰

り
と
取
ら
ず
と
も
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。「
御
苦
勞
で
も
學
校
前

の
鳥
渡
の
間
に
持
て
行
つ
て
呉
れ
ま
い
か
、
」
と
使
い
に
出
さ
れ
た
信

如
と
同
じ
く
使
い
の
帰
り
の
長
吉
が
「
後
刻
に
學
校
で
逢
は
う
ぜ
の
約

束
」
を
す
る
こ
と
と
も
呼
応
す
る
の
で
あ
り
、「
小
学
生
の
朝
帰
り
と

み
れ
ば
気
に
な
る
」
な
ど
と
た
め
ら
い
が
ち
な
結
論
を
出
す
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。
鳶
の
頭
の
息
子
だ
か
ら
初
買
い
を
さ
せ
た
と
す
る
山
田

氏
の
解
釈
も
、
次
の
例
を
対
置
す
れ
ば
無
化
さ
れ
よ
う
。「
今
戸
心
中
」

を
参
照
し
よ
う
。

午
前
の
三
時
か
ら
始
め
た
煤
払
は
、
夜
の
明
け
な
い
中
に
内
所
を

了
ひ
、
客
の
帰
る
頃
か
ら
娼
妓
の
部
屋
々
々
を
払
き
始
め
て
、
午

前
の
十
一
時
に
は
名
代
部
屋
を
合
せ
て
百
幾
箇
の
室
に
蜘
蛛
の
網

一
線
剰
さ
ず
、
廊
下
に
雑
巾
ま
で
掛
け
て
了
ッ
た
。
出
入
り
の
鳶

の
頭
を
始
め
諸
商
人
、
女
髪
結
、
使
屋
の
老
物
ま
で
、
目
録
の
外

に
内
所
か
ら
酒
肴
を
与
へ
て
、
此
日
一
日
は
無
礼
講
、
見
世
か
ら

三
階
ま
で
割
れ
る
様
な
賑
わ
ひ
で
あ
る
。

廓
の
煤
払
い
の
光
景
で
あ
る
。
廓
と
こ
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
持
つ
と

考
え
ら
れ
る
「
鳶
の
頭
」
で
あ
る
長
吉
の
父
親
が
わ
ざ
わ
ざ
「
新
し
い

着
物
や
足
駄
を
と
と
の
え
て
」
廓
に
送
り
出
す
と
は
考
え
に
く
い
で
あ

ろ
う
。
「
爪
皮
も
今
朝
よ
り
ぞ
と
し
る
く
」
見
え
る
「
高
足
駄
」
を
父

親
が
息
子
が
廓
に
行
く
時
に
用
意
し
た
の
な
ら
、「
今
朝
よ
り
」
で
は
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な
い
し
、
そ
れ
を
廓
側
が
用
意
す
る
は
ず
も
な
い
（
た
だ
、
店
が
下
駄

を
貸
す
こ
と
は
、「
山
吹
」
に
も
「
旅
館
の
貸
し
下
駄
に
て
」
と
あ
る
）。

ま
た
、
「
今
廓
内
よ
り
の
歸
り
と
思
（
覚
）
し
く
」
と
捉
え
た
の
は
語

り
手
の
視
点
と
い
う
よ
り
は
、
信
如
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
極
め

は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
田
説
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
な
初

め
て
の
朝
帰
り
と
信
如
が
察
知
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
長
吉
が
初
め
て
の
朝
帰
り
を
し
力
ん
で
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
信
如
の
方
に
も
そ
れ
な
り
の
感
慨
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
様
子
は
全
く
描
か
れ
ず
、
ご
く
平
常
の
よ
う

に
素
直
に
応
対
し
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
信
如
は
驚
き
も
な
く
「
廓
内

よ
り
の
歸
り
」
と
捉
え
た
の
か
。
少
し
あ
と
に
「
信
如
は
田
町
の
姉
の

も
と
へ
、
長
吉
は
我
家
の
方
へ
と
行
別
れ
る
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

れ
ば
、
田
町
へ
の
途
上
で
、
自
宅
で
は
な
い
方
向
か
ら
長
吉
と
出
会
う

の
を
い
つ
も
の
こ
と(

「
祭
り
の
夜
は
田
町
の
姉
の
も
と
へ
使
を
吩
附

ら
れ
て
、
」
（
第
十
章
）
と
も
あ
る)

か
ら
そ
う
捉
え
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
仮
に
朝
帰
り
と
す
れ
ば
、
客
は
大
門
か
ら
出
る
は
ず
で
、
長

吉
は
そ
こ
を
出
て
、
左
に
曲
が
っ
て
鉄
漿
溝
に
そ
っ
て
歩
い
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
こ
と
は
泉
鏡
花
「
註
文
帳
」
に
あ

る
次
の
箇
所
を
参
照
で
き
よ
う
。

欽
之
助
が
田
町
の
方
へ
向
つ
て
来
る
と
、
鉄
漿
溝
が
折
曲
つ
て
、

切
れ
よ
う
と
い
ふ
処
に
、
一
ツ
だ
け
、
そ
の
溝
の
色
を
白
く
裁
切

つ
て
刎
橋
の
架
つ
た
ま
ま
の
が
あ
つ
た
。

そ
こ
は
信
如
自
身
が
田
町
に
行
く
途
上
で
あ
り
、
長
吉
も
田
町
の
方
か

ら
や
っ
て
き
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
向
か

ら
長
吉
が
や
っ
て
き
て
、
美
登
利
の
住
む
寮
の
前
で
信
如
と
出
会
っ
た

の
だ
か
ら
、信
如
に
は
大
門
を
出
て
き
た
こ
と
は
わ
か
る
は
ず
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
番
屋
に
い
る
父
親
を
訪
ね
た
帰
り
だ
と
す
れ
ば
、
番
屋

は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
当
時
の
資
料
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
も
の
に

よ
れ
ば
、
数
か
所
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
の
番
屋
に
長
吉
の
父
親

が
い
た
に
し
ろ
、
朝
帰
り
な
ら
ば
大
門
を
通
っ
て
帰
る
は
ず
だ
か
ら
、

位
置
は
問
題
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
「
廓
内
よ
り
の
歸
り
」
だ
と
判
断
は
で
き
な
い
。
す
ぐ
近
く

の
刎
橋
を
下
し
て
も
ら
っ
て
廓
の
外
に
出
た
長
吉
と
信
如
が
出
会
っ
た

か
ら
「
廓
内
よ
り
の
歸
り
」
だ
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
先
の
「
註
文
帳
」
の
引
用
も
踏
ま

え
る
必
要
が
あ
る
が
、「
た
け
く
ら
べ
」
自
体
に
も
あ
る
。

茶
屋
が
桟
橋
と
ん
と
沙
汰
し
て
、
廻
り
遠
や
此
処
か
ら
あ
げ
ま
す

る
、
誂
へ
物
の
仕
事
や
さ
ん
と
こ
の
あ
た
り
に
は
言
ふ
ぞ
か
し
、

(

第
一
章)

他
の
例
は
ど
う
か
。

・
ぼ
ん
や
り
明
の
つ
い
て
る
の
が
見
え
て
ね
、
刎
橋
が
幾
つ
も

く
、
宛
然
卯
の
花
縅
の
鎧
の
袖
を
、
恁
う
、」

借
着
の
半
纏
の
袂
を
引
い
て
。

「
裏
返
し
た
や
う
に
溝
を
前
に
し
て
家
の
屋
根
よ
り
高
く
引
上
げ

て
あ
つ
た
ん
だ
。」

そ
れ
も
物
珍
し
い
か
ら
、
む
や
む
や
の
胸
の
中
に
も
、
傍
見
が
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て
ら
、
二
ツ
三
ツ
四
ツ
五
足
に
一
ツ
く
ら
ゐ
を
数
へ
な
が
ら
、
靴

も
沈
む
ば
か
り
積
つ
た
路
を
、
一
足
々
々
踏
分
け
て
、
欽
之
助
が

田
町
の
方
へ
向
つ
て
来
る
と
、
鉄
漿
溝
が
折
曲
つ
て
、
切
れ
よ
う

と
い
ふ
処
に
、
一
ツ
だ
け
、
其
の
溝
の
色
を
白
く
裁
切
つ
て
刎
橋

の
架
つ
た
ま
ま
の
が
あ
つ
た
。(

「
註
文
帳
」)

・
「
花
魁
、
大
変
で
す
よ
。
吉
里
さ
ん
が
お
居
で
な
さ
ら
な
い
ん

で
す
ッ
て
」

「
え
ッ
、
吉
里
さ
ん
が
」

「
御
内
所
ぢ
や
大
騒
ぎ
で
す
よ
。
裏
の
撥
橋
が
下
り
て
ゝ
、
裏

口
が
開
け
て
あ
ッ
た
ん
で
す
ッ
て
」(

広
津
柳
浪
「
今
戸
心
中
」)

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
刎
橋
か
ら
外
に
出
た
と
考

え
れ
ば
、
信
如
が
美
登
利
の
住
む
寮
の
前
に
い
る
こ
と
か
ら
、「
む
む

美
登
利
さ
ん
は
な
今
の
先
己
れ
の
家
の
前
を
通
つ
て
揚
屋
町
の
刎
橋
か

ら
這
入
つ
て
行
た
、
」（
第
十
四
章
）
と
あ
る
揚
屋
町
の
番
屋
か
ら
帰
っ

て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
廓
内
よ
り
の
歸
り
」
を
「
廓

が
へ
り
」
と
解
釈
す
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
以
外
に
も
、次
の
よ
う
な
個
所
を
視
野
に
入
れ
た
い
。

【
印
の
傘
に
つ
い
て
】

横
町
組
と
自
ら
ゆ
る
し
た
る
亂
暴
の
子
供
大
將
に
頭
の
長
と
て

歳
も
十
六
、
仁
和
賀
の
金
棒
に
親
父
の
代
理
を
つ
と
め
し
よ
り

氣
位
ゑ
ら
く
成
り
て
、
帶
は
腰
の
先
に
、
返
事
は
鼻
の
先
に
て

い
ふ
物
と
定
め
、
に
く
ら
し
き
風
俗
、
あ
れ
が
頭
の
子
で
な
く

ば
と
鳶
人
足
が
女
房
の
蔭
口
に
聞
え
ぬ
、（
二
章
）

山
田
氏
は
先
の
箇
所
を
「
初
買
い
」
だ
と
し
て
「
誇
ら
し
げ
」
と

捉
え
る
が
、「
三
尺
を
例
の
通
り
腰
の
先
に
」
と
あ
る
の
は
こ
こ
の
「
帶

は
腰
の
先
に
」
と
対
応
し
て
お
り
、
普
段
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
「
誇

ら
し
氣
な
り
」
は
再
掲
の
際
に
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

時
に
朝
帰
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
け
加
え
た
と
は
考
え
に
く
い
。「
新
ら

し
い
半
天
」
、「
高
足
駄
の
爪
皮
も
今
朝
よ
り
」
を
「
誇
ら
し
氣
」
に
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
ま
だ
子
供
っ
ぽ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
。

次
に
半
天
に
注
目
し
よ
う
。

群
れ
を
離
れ
て
田
中
の
正
太
が
赤
筋
入
り
の
印
半
天
、
色
白
の

首
筋
に
紺
の
腹
が
け
、
さ
り
と
は
見
な
れ
ぬ
扮
粧
と
思
ふ
に
、

し
ご
い
て
締
め
し
帶
の
水
淺
黄
も
、
見
よ
や
縮
緬
の
上
染
襟
の

印
の
染
揚
り
も
際
だ
ち
て
、（
四
章
）

正
太
は
印
半
天
を
着
て
い
る
が
、
そ
れ
は
他
の
子
供
た
ち
が
「
横
町
も

表
も
揃
浴
衣
は
同
じ
眞
岡
木
綿
に
町
名
く
づ
し
」
に
対
応
す
る
「
印
」

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
長
吉
は
「
新
ら
し
い
半
天
、
印
の
傘
」
と
あ
る
よ

う
に
、
傘
の
印
と
同
じ
印
の
半
天
で
あ
ろ
う
。「
印
半
纏
見
て
く
ん
ね

え
。
…
…
鳶
職
の
も
の
、
鳶
職
の
も
の
。」(

泉
鏡
花
「
爪
の
涙
」)

と

あ
り
、
鳶
職
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る(

「
上
下
を
着
た
番
頭
や
印
物
を

着
た
鳶
頭
が
忙
し
そ
う
に
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い
る
。
」
と
い
う
例

も
あ
る
（
久
生
十
蘭
「
顎
十
郎
捕
物
帳

金
鳳
釵
」)

。
傘
と
半
天
は

セ
ッ
ト
で
あ
り(

あ
と
で
引
用
す
る
鏡
花
の
「
山
吹
」
に
明
ら
か)

、
山

田
氏
の
言
う
「
登
楼
し
た
廓
の
屋
号
の
印
の
入
っ
た
傘
」
と
は
考
え
ら
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れ
ま
い
。
こ
こ
で
、
傘
の
印
を
さ
ら
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

大
阪
で
明
治
二
十
年
代
半
ば
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
な
に
は
が
た
』

に
掲
載
さ
れ
た
「
徳
用
ば
ん
傘
」
は
傘
に
記
さ
れ
た
漢
字
か
ら
、
屋
号

か
地
名
か
と
推
測
し
て
持
ち
主
を
探
そ
う
と
す
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
印
を
伏
せ
た
い
場
合
も
あ
る
。
以
下
を
視
野
に
入

れ
て
お
こ
う
。

・
三
人
は
其
儘
其
通
り
を
大
門
の
方
へ
歩
い
た
。
…
結
局
其
辺
の

茶
屋
で
少
し
休
ん
で
行
く
こ
と
に
し
た
。
（
略
）
龍
岡
も
阪
口
も

今
は
軽
い
鼾
を
た
て
て
眠
つ
て
居
る
。
…
九
時
頃
、
漸
く
三
人
は

無
印
の
番
傘
を
二
本
貰
ひ
受
け
て
、
し
と

く
と
降
る
秋
雨
の
中

へ
出
た
。（
志
賀
直
哉
「
暗
夜
行
路
」）

・
ふ
り
し
昔
の
大
磯
も
、
江
戸
の
廓
の
よ
し
原
も
、
な
が
れ
は
同

じ
隅
田
川
、
ち
り
浮
く
花
を
友
と
し
て
、
つ
が
ひ
離
れ
ぬ
都
鳥
。

（
門
の
内
よ
り
藤
枝
外
記
、
廿
五
歳
の
武
士
。
大
菱
屋
綾
衣
、

廿
一
二
歳
の
遊
女
。
む
さ
し
や
と
記
せ
る
貸
傘
を
相
傘
に
し
て

出
づ
。
あ
と
よ
り
新
造
綾
鶴
出
づ
。（
略
）
廓
の
門
限
は
七
つ
半
。

今
か
ら
歸
つ
た
ら
遲
く
も
あ
る
ま
い
。）

（
岡
本
綺
堂
「
箕
輪
の
心
中
」）

・
主
人
は
私
が
腕
時
計
を
覗
い
た
の
を
見
て
、お
急
ぎ
で
し
た
ら
、

と
傘
を
貸
し
て
く
れ
た
。
区
役
所
か
ら
の
帰
り
、
市
電
に
乗
ら
う

と
し
た
拍
子
に
、
畳
ん
だ
傘
の
矢
野
と
い
ふ
印
が
眼
に
止
ま
り
、

あ
あ
、
あ
の
矢
野
だ
っ
た
か
と
、（
織
田
作
之
助
「
木
の
都
」）

・
敦
賀
で
悚
毛
の
立
つ
ほ
ど
煩
わ
し
い
の
は
宿
引
の
悪
弊
で
、
そ

の
日
も
期
し
た
る
如
く
、
汽
車
を
下
る
と
停
車
場
の
出
口
か
ら
町

端
へ
か
け
て
招
き
の
提
灯
、
印
傘
の
堤
を
築
き
、（
鏡
花
「
高
野

聖
」）

・
半
七
は
岸
へ
あ
が
つ
て
金
八
に
別
れ
た
。

「
親
分
。
傘
を
持
っ
て
行
き
ま
せ
ん
か
。
な
ん
だ
か
ぼ
ろ
付
い
て

き
ま
し
た
ぜ
」

「
お
め
え
の
う
ち
の
傘
に
は
印
が
付
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
何

か
の
邪
魔
だ
。
ま
あ
、
た
い
し
た
こ
と
も
あ
る
め
え
。
こ
の
ま
ま

行
か
う
」（
岡
本
綺
堂
「
半
七
捕
物
帳

新
カ
チ
カ
チ
山
」）

・
あ
ゝ
、
降
つ
て
来
た
。
（
井
菊
と
大
き
く
し
る
し
た
る
番
傘
を

開
く
）
ま
あ
、
人
形
が
泣
く
や
う
に
、
目
に
も
睫
毛
に
も
雫
が
か

ゝ
つ
て
さ
。（
略
）
あ
の
こ
ゝ
へ
入
ら
つ
し
や
り
が
け
に
、
も
し

か
、
井
菊
の
印
半
纏
を
着
た
男
衆
に
お
逢
ひ
な
さ
り
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
か
。（
「
山
吹
」）

・
女
の
は
黒
蛇
目
で
あ
つ
た
が
、
冷
た
い
も
の
を
手
に
持
つ
の
が

厭
だ
と
見
え
て
、
彼
女
は
そ
れ
を
自
分
の
側
に
立
て
掛
け
て
置
い

た
。
其
畳
ん
だ
蛇
の
目
の
先
に
赤
い
漆
で
加
留
多
と
書
い
て
あ
る

の
が
敬
太
郎
の
眼
に
留
つ
た
。
こ
の
黒
人
だ
か
素
人
だ
か
分
ら
な

い
女
と
、（
夏
目
漱
石
「
彼
岸
過
迄
」）

こ
の
よ
う
に
印
の
傘
は
何
か
の
記
憶
や
手
掛
か
り
を
喚
起
し
た
り
、
屋

号
を
宣
伝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
出
所
が
明
ら
か
に
な
る
と
き

に
都
合
が
悪
い
こ
と
が
あ
り
、
遊
郭
の
も
の
も
そ
れ
に
該
当
し
よ
う
。

「
箕
輪
の
心
中
」
の
は
廓
の
外
の
茶
屋
の
も
の
で
あ
り
、
印
が
あ
っ
て



- 7 -

も
、
問
題
は
な
い
。
時
代
が
下
が
る
「
暗
夜
行
路
」
の
も
茶
屋
だ
が
、

「
廓
が
へ
り
」
と
は
違
っ
た
意
味
で
朝
帰
り
で
あ
り
、
印
の
傘
を
忌
避

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
山
田
説
の
傘
の

議
論
は
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

【
朝
帰
り
の
様
相
な
ど
】

続
い
て
、
廓
に
行
く
時
や
朝
帰
り
の
様
子
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

る
か
を
、「
た
け
く
ら
べ
」
を
含
め
て
見
て
み
よ
う
。

・
走
れ
飛
ば
せ
の
夕
べ
に
引
か
へ
て
、
明
け
の
別
れ
に
夢
を
の
せ

行
く
車
の
淋
し
さ
よ
、帽
子
ま
ぶ
か
に
人
目
を
厭
ふ
方
樣
も
あ
り
、

手
拭
と
つ
て
頬
か
ふ
り
、
彼
女
が
別
れ
に
名
殘
の
一
撃
、
い
た
さ

身
に
し
み
て
思
ひ
出
す
ほ
ど
嬉
し
く
、
う
す
氣
味
わ
る
や
に
た
に

た
の
笑
ひ
顏
、（
八
章
）

・
て
っ
き
り
吉
原
か
玉
の
井
辺
り
へ
出
掛
け
た
の
だ
ろ
う
と
推
測

さ
れ
た
。
果
し
て
、
権
右
衛
門
は
眠
そ
う
な
照
れ
臭
そ
う
な
顔
で

帰
っ
て
来
た
。
皆
ん
な
と
一
緒
に
行
け
ば
権
右
衛
門
が
勘
定
を
払

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
を
嫌
っ
て
こ
そ

く
と
一
人
で
安
女
郎
を

買
い
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
三
人
の
意
見
だ
っ
た
。
…
十
六

の
春
松
が
ま
せ
て
、
こ
っ
そ
り
女
郎
買
い
に
行
く
の
を
見
る
と
、

心
そ
ゝ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
女
の
肌
ざ
わ
り
よ
り
も
紙

幣
の
肌
ざ
わ
り
の
方
が
よ
か
っ
た
。（
「
俗
臭
」
織
田
作
之
助
）

・
ま
た
学
生
の
分
際
で
あ
り
な
が
ら
文
展
に
絵
を
運
ぶ
と
い
う
事

は
少
年
が
女
郎
買
い
す
る
と
同
じ
程
度
に
お
い
て
人
目
を
憚
っ
た

も
の
で
あ
る
。（
小
出
楢
重
「
め
で
た
き
風
景
」）

廓
帰
り
は
、
人
目
を
恥
じ
た
り
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
年
少
の
者
が

廓
に
行
く
時
は
「
こ
っ
そ
り
」
と
「
人
目
を
憚
」
る
も
の
で
あ
り
、
長

吉
の
様
子
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

登
場
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
世
間
的
な
立
場
に
大
き
な
違
い
は
あ
る

が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

僕
は
白
状
す
る
。
番
新
の
手
腕
は
い
か
に
も
巧
妙
で
あ
つ
た
。
併

し
こ
れ
に
反
抗
す
る
こ
と
は
、
絶
待
的
不
可
能
で
あ
つ
た
の
で
は

な
い
。
僕
の
抗
抵
力
を
麻
痺
さ
せ
た
の
は
、
慥
に
僕
の
性
欲
で
あ

つ
た
。

僕
は
霽
波
に
構
は
ず
に
、
車
を
言
ひ
附
け
て
帰
つ
た
。
小
菅
の

内
に
帰
つ
て
見
れ
ば
、
戸
が
締
ま
つ
て
、
内
は
ひ
つ
そ
り
し
て
ゐ

る
。
戸
を
叩
く
と
、
す
ぐ
に
お
母
様
が
出
て
開
け
て
下
す
つ
た
。

「
大
さ
う
遅
か
つ
た
ね
」

「
は
い
。
非
常
に
遅
く
な
り
ま
し
た
」

お
母
様
の
顔
に
は
一
種
の
表
情
が
あ
る
。
併
し
何
と
も
仰
や
ら

な
い
。
僕
に
は
そ
の
時
の
お
母
様
の
顔
が
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ら
れ

な
か
つ
た
。（
鷗
外
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
）

【
結
論
】

山
田
氏
の
従
来
の
解
釈
を
積
極
的
に
更
新
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、

是
と
す
べ
き
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
子
供
た
ち
の
時
間
」
か
ら
、
信
如

や
美
登
利
だ
け
で
は
な
く
、
長
吉
も
そ
の
世
界
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う

「
た
け
く
ら
べ
」
全
体
の
構
図
に
か
か
わ
る
の
だ
が
、
信
如
と
美
登
利

だ
け
が
離
脱
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
逆
に
改
め
て
確
認
で
き
る
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

「
あ
た
い
も
、
い
ま
に
稼
い
で
お
金
を
貯
め
て
、
お
女
郎
買
い
に

行
く
の
、
よ
し
ん
ベ
エ
を
買
い
に
行
っ
て
や
ら
あ
」

友
達
が
売
ら
れ
た
の
を
、
お
小
遣
を
も
ら
っ
て
お
で
ん
を
食
い

に
行
く
と
同
様
に
心
得
て
い
る
返
答
に
、
（
中
里
介
山
「
大
菩
薩

峠
白
雲
の
巻
」）

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
た
け
く
ら
べ
」
の
次
の
箇
所
を
想
起
さ
せ
よ
う
。

だ
け
れ
ど
彼
の
子
も
華
魁
に
成
る
の
で
は
可
憐
さ
う
だ
と
下
を
向

ひ
て
正
太
の
答
ふ
る
に
、
好
い
じ
や
あ
無
い
か
華
魁
に
な
れ
ば
、

己
れ
は
來
年
か
ら
際
物
屋
に
成
つ
て
お
金
を
こ
し
ら
へ
る
が
ね
、

夫
れ
を
持
つ
て
買
ひ
に
行
く
の
だ
と
頓
馬
を
現
は
す
に
、

女
郎
と
い
う
身
の
つ
ら
さ
を
子
供
が
理
解
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
の
は

「
た
け
く
ら
べ
」
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
美
登
利
と
信
如

だ
け
が
、
「
子
供
た
ち
の
時
間
」
か
ら
離
脱
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
長
吉
の
「
廓
内
よ
り
の
帰
り
」

の
光
景
は
、
装
束
や
場
所
、
あ
る
い
は
語
り
の
問
題
な
ど
様
々
な
情
報

を
他
の
資
料
を
踏
ま
え
て
検
証
す
れ
ば
、
朝
帰
り
と
解
す
る
べ
き
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
字
面
に
呪
縛
さ
れ
て
十
分
な
掘
り
下
げ

が
な
い
ま
ま
に
定
説
化
さ
れ
て
き
た
一
か
所
の<

注
釈>

は
、
大
枠
の
再

検
討
と
と
も
に
更
新
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
い
ず
は
ら
・
た
か
と
し
／
本
学
大
学
院
教
授
）




