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深

川

通

言

と

上

方

語

一

江
戸
周
辺
即
ち
関
東
地
方
と
、
上
方
即
ち
京
阪
地
方
と
は
、
古

へ
か
ら
今
日

ま
で
、
別
の
言
語
圏
と
し
て
、
語
学
上
で
は
あ
つ
か
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
江
戸

時
代
と
も
な
れ
ば
、
交
通
の
利
便
も
あ
り
、
文
化
の
交
流
も
し
げ
く
、
東
西
の

言
葉
は
、
自
然
と
交
換
さ
れ
て
は
、
そ
れ
ス
ヽ
に
定
着
し
て
行

っ
た
も
の
も
多

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
言
語
史
上
の
み
で
な
く
、
文
学
史
、
文
化
史
の
問
題
と

も
考

へ
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
面
を
持
つ
。
東
西
の
言
葉
の
相
互
流
入
の
現
象
の
一

を
、
以
下
に
採
上
げ
る
の
も
、
さ
う
し
た
視
野
か
ら
で
あ
る
。

上
方
語
の
江
戸
語
化
、
江
戸
語
の
上
方
語
化
に
も
、
様
々
の
様
相
と
理
由
が

あ
ら
う
が
、
初
め
流
行
語
と
し
て
行
は
れ
、
や
が
て
一
般
語
と
な
る
場
合
も
、

そ
の
一
つ
。
江
戸
時
代
の
流
行
変
化
は
、
劇
場
街

・
遊
里
の
二
悪
所
が
、
そ
の

饂
醸
、
流
布
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
。
否
、
現
代
も
程
度
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、

そ
の
気
味
が
あ
る
。
昭
和
の
初
め
、
宝
塚
少
女
歌
劇
や
曽
我
家
五
郎
劇
の
東
京

進
出
で
、
東
京
で
大
阪
弁
が

一
時
流
行
し
、
最
近
で
は
上
方
落
語
や
松
竹
新
喜

劇
の
好
評
で
も
亦
、
同
じ
風
潮
が
あ
る
と
聞
く
。
江
戸
時
代
で
も
、
上
方
語
の

江
戸
流
入
に
相
似
た
例
が
あ
る
。
豊
竹
肥
前
橡
が
、
堺
町
に
肥
前
座
を
経
営
、

義
太
夫
節
の
操
人
形
芝
居
の
櫓
を
挙
げ
た
の
は
元
文
三
年
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

中

村

幸

彦

明
和
安
永
に
か
け
、
江
戸
人
士
に
も
、
大
き
な
娯
楽
と
な
る
と
共
に
、
太
夫
や

人
形
遣
ひ
の
使
用
す
る
上
方
語
や
、
浄
瑠
璃
丸
本
に
見
え
る
言
葉
が
、
江
戸
人

の
口
に
上

っ
た
。
安
永
六
年
江
戸
刊
の
洒
落
本

『
浄
瑠
璃
稽
古
風
流
』
は
、
そ

の
間
の
情
況
を
穿

っ
た
作
品
で
あ

っ
た
。
人
形
遣
ひ
の
間
に
使
用
す
る
隠
語
を

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
と
云
ふ
。

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
と
は

「隠
語
」
の
意
の
隠
語
で
あ
る
。

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
故
前
田
勇
氏
に

『
近
世
上
方
語
考
』
が
既
に
あ

っ
て
、
詳
し
い
こ
と
は
人
の
知
る
所
。
更
に

『
淡
路
詞
』
や

『
宝
暦
雑
録
』
巻

十
二

「大
坂
諸
人
近
年
詞
遣
替
し
事
」
の
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
若
干
補
訂
す
る

こ
と
も
出
来
る

（冬
野
昭
和
四
十
八
年
六
月
号
所
版
、
拙
稿

「雅
俗
漫
筆
五
し
。

こ
の

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
が
、
小
説
類
に
出
現
し
た
の
が
、
不
思
議
と
江
戸
の
方
が

早
い
や
う
で
あ
る
。
従
来
の
上
方
出
来
の
八
文
字
屋
本
の
平
明
低
俗
に
あ
き
て
、

新
様
式
を
創
出
し
た
江
戸
の
談
義
本
は
、
様
々
の
俗
語
を
使
用
す
る
を
、
新
し

い
写
実
の
一
方
法
と
し
た
。
江
戸
語
で
も
、
職
業
別
、
姓
別
、
年
齢
別
に
、
細

く
写
実
的
な
言
葉
を
も

っ
て
表
現
し
た
。
そ
の
中
に
、
肴
売
の
か
ら
名

（宝
暦

四
、
教
訓
不
弁
舌
）、　
日
雇
の
隠
語

（既
に
、
「
せ
ん
ぼ
」
の
称
さ
へ
流
用
）

（明
和
八
、
虚
実
馬
鹿
物
語
）
な
ど
と
共
に
、
人
形
遺
ひ
の

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
を

も
、
流
行
語
の
一
つ
と
し
て
、
採
上
げ
た
の
で
あ
る
。

上
方
浄
る
り
座
の
、
せ
ん
ぼ
ふ
と
や
ら
い
ふ
て
、
善
事
を
助
右
衛
門
、
悪
事



を
助
四
郎
、
金
子
を
ぼ
玄
徳
、
銭
を
新
太
、
酒
を
清
三
な
ど
ゝ
、
理
に
も
当

ら
ぬ
相
詞

（宝
暦
六
、
風
俗
八
色
談
）

の
如
く
に
で
あ
る
。
や
が
て
安
永
四
年
の
黄
表
紙

『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
で
は
、

そ
の
登
場
人
物
に
、
人
も
知
る
や
う
に
、

「清
三
」
。
「
ぶ
ん
ず
い
」
。
「源
四

郎
」
な
ど
と
名
付
け
て
あ
る
。
こ
れ
ら
が

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
な
る
こ
と
に
気
づ
か

な
け
れ
ば
、
こ
の
黄
表
紙
の
面
白
さ
は
、
甚
だ
減
少
す
る
。
作
者
恋
川
春
町
の

想
定
し
た
読
者
の
範
囲
で
は
、

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
も
か
な
り
に
知
れ
て
ゐ
た
こ
と

と
な
る
。
そ
の
後
、
式
亭
三
馬
が

『
浮
世
床
』
二
編

（文
化
十

一
）
な
ど
で
、

盛
ん
に
利
用
す
る
。
三
笑
亭
可
楽
も

『
江
戸
真
衛
』

（文
化
元
）
の
中
で
こ
の

元
来
の
上
方
語
を
紹
介
し
た
。
理
解
の
範
囲
が
こ
れ
で
一
段
広
く
な
り
、

『
四

季
の
折
詰
花
枝
品
々
の
略
』
と
称
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
こ
れ
を
太
鼓
持

の
言
葉
と
さ
へ
云

っ
て
ゐ
る
。
江
戸
に
お
け
る
流
布
の
大
概
を
こ
れ
で
う
か
ゞ

ひ
得
る
が
、　
一
方
、
恐
ら
く
江
戸
談
義
本
の
影
響
を
、
逆
に
う
け
て
で
あ
ら
う
、

上
方
の
洒
落
本

『
く
た
ま
き
綱
目
』
（宝
暦
十

一
）
や

『
粋
の
た
も
と
』
（安
永

九
）
に
、

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
の
紹
介
が
あ
り
、
上
方
の
小
説
類
に
も
勿
論
、
寛
政

五
年
の

『虚
実
柳
巷
方
言
』
の
如
き
、
花
街
の
流
行
を
つ
げ
る
書
物
に
も
掲
載

さ
れ
る
や
う
に
な
る
。
西
か
ら
東
へ
、
東
か
ら
の
刺
戟
で
西
も
と
、
東
西
に
流

行
語
が
移
動
す
る
こ
と
、
か
く
の
如
く
で
あ
る
。

元
来
、
隠
語
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
か
へ
っ
て
、

「
せ
ん
ぼ
ふ
」
の
原
義
や
語

形
は
、
流
布
に
よ
っ
て
も
変
化
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
普
通
の
語
に
お
い
て
は
、

意
味
や
形
ち
の
変
化
を
と
も
な
う
も
の
も
な
し
と
し
な
い
で
あ
ら
う
。
劇
場
街

は
当
面
の
問
題
で
な
い
。
遊
里
の
方
の
例
と
し
て
、
江
戸
深
川
を
舞
台
に
、
東

西
の
言
葉
の
互
に
流
入
す
る
様
相
を
う
か
が

っ
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

二

遊
里
と
し
て
の
深
川
は
、
延
宝
五
年
の

『
江
戸
雀
』
、
天
和
二
年
の

『
好
色

一
代
男
』
に
も
見
え
て
、
古
い
場
所
で
あ
る
が
、
江
戸
市
中
岡
場
所
の
随

一
の

位
置
に
つ
い
て
、
風
来
山
人
の

『
里
の
を
だ
巻
評
』

（安
永
元
）
の
論
に
見
え

て
、
吉
原
に
比
肩
し
て
も
、
お
と
ら
な
い
隆
盛
に
至
る
の
は
、
明
和
安
永
の
間

に
お
い
て
で
あ
る

（深
川
区
史
な
ど
）
。
岡
場
所
の
常
と
し
て
、
吉
原
の
保
守

的
に
格
式
高
い
に
対
し
、
開
放
的
で
且
つ
軽
行
き
が
よ
ろ
こ
ば
れ
た
で
あ
ら
う
。

深
川
八
幡
、
こ
こ
は
相
撲
や
通
矢
を
初
め
、
催
物
も
多
く
、
四
時
の
遊
観
地
で

あ

っ
た
。
そ
れ
を
兼
て
の
昼
遊
び
や
、

「
サ
ッ
サ
お
せ
ノ
ヽ
」
な
ど
賑
々
し
い

や
は
し
詞
の
入

っ
た
さ
わ
ぎ
歌
が
よ
ろ
こ
ば
れ
、
時
々
に
変
化
し
た
通
言
の
行

は
れ
る
こ
と
を
、
遊
里
の
特
色
と
し
た
。

『
岡
場
遊
廓
考
』
で
も
、

○
風
流
歌
　
は
や
り
う
た
は
当
地
を
第

一
と
す
。

○
深
川
な
ま
り
　
此
事
土
地
の
一
風
な
れ
ば
、
此
土
地
に
久
し
く
住
ん
で
、

其
佳
境
に
至
ら
ね
ば
知
れ
ざ
る
事
也
。

○
は
や
り
言
葉

　
「
百
も
し
よ
ふ
ち
」

「
ゑ
ん
ぎ
で
も
な
い
」
の
る
い
。

○
通
り
言
葉

　
「き
ざ
」

「
お
た
の
」
の
類
ひ
。

○
か
く
し
言
葉
　
此
事
更
に
余
人
に
分
ら
ず
。
猶
此
外
多
く
あ
る
べ
し
。

と
あ
る
。
さ
わ
ぎ
歌
は
と
も
か
く
と
し
て
、
通
言
は
安
永
九
年
の

『
遊
婦
里
会

談
』
に

「夫
大
通
の
通
言
は
、
深
川
よ
り
始
る
。
通
矢
の
能
く
通
る
を
も

っ
て

通
と
い
ひ
、
通
ら
ざ
る
を
、
不
通
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
寛
政
三
年
の

『
大
磯
風

俗
仕
懸
文
庫
』
に
も
、

「蜜
言
は
蛮
夷
の
風
調
に
し
て
解
ず
」
と
も
あ

っ
て
、

蓬
薬
山
人
帰
橋
、
振
鷺
亭
、
式
亭
三
馬
な
ど
、
深
川
通
の
洒
落
本
に
も
、
代
々

の
通
言
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。

『
岡
場
遊
廓
考
』
に
示
す
四
つ
の
語
が
、
深
川
に

発
生
し
た
か
ど
う
か
は
考
証
を
必
要
と
す
る
が
、
通
行
し
て
ゐ
た
の
は
事
実
と

見
て
よ
い
。
そ
れ
が
悉
く
今
日
に
ま
で
さ
へ
一
般
語
と
な

っ
て
ゐ
る
如
く
、
深

川
通
言
が
、
小
説
類
の
上
だ
け
で
も
、
他
の
岡
場
所
の
洒
落
本
や
滑
稽
本
上
で



も
使
用
さ
れ
て
、　
一
般
語
化
し
て
行
く
様
を
示
す
こ
と
少
し
と
し
な
い
。

そ
の
深
川
通
言
な
る
も
の
を
、
最
初
に
紹
介
し
た
の
が
、
実
に
深
川
洒
落
本

の
最
初
の
作
品

『
辰
巳
之
園
』

（明
和
七
）
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
深
川
に
通
言

あ
り
の
感
を
深
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
幾
通
り
も
醜
刻
の
あ
る
書
に
つ

い
て
は
、
そ
の
通
言
の
部
分
を
、
こ
こ
に
改
め
て
抄
記
し
な
い
で
お
く
が
、
不

思
議
と
、
そ
の
中
に
早
く
上
方
の
文
学
作
品
に
見
る
語
が
混
じ

っ
て
ゐ
る
。
こ

の
事
を
つ
と
に
報
告
さ
れ
た
の
は
、
野
間
光
辰
氏
で
、

『
川
柳
春
秋
』
昭
和
十

六
年

一
月
号

「吉
原
は
や
り
言
葉
」
に
つ
い
て
の
稿
で
あ
る
。

『
辰
巳
之
園
』

の
出
一、

打
捨
て
置
煤
掃
に
は
出
る
、
か
ま
わ
ぬ
と
云
事
也
、
物
の
見
へ
ぬ
時
云
事
を
、

諸
事
に
用
る
也

の
語
が
、

宝
永
年
間
と
推
定
の
上
方
版

浮
世
草
子

『
け
い
せ
い
銭
車
』
巻
三

た
ろ
う

（安
永
四
、
金
々
先
生
栄
花
夢
）

「ま

っ
て
く
れ
お
れ
が
い
た
じ
め
の
き
せ
る
づ
ゝ
が
見
へ
ね
へ
」

「う

っ
ち

ゃ
っ
て
お
か
つ
し
、
す
ゝ
は
き
の
時
に
出
ら
」

（文
化
三
、
鳴
子
瓜
）

の
如
く
に
、　
一
般
に
も
用
ひ
て
行

っ
た
。
こ
の
一
例
に
よ
っ
て
他
の
語
を
見
渡

す
に
、

『
辰
巳
之
園
』
の
通
言
中
に
は
、
外
に
も
、
元
来
は
上
方
語
ら
し
い
も

の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
一
つ
、

「あ
ゝ
ら

っ
ち
も
ね
え
」
は
、
上

方
で
は
、

身
に
引
ま
と
い
ね
て
見
て
も
、
ひ
と
り
こ
ろ
り
は
ヱ
ヽ
ら

っ
ち
が
な
い

（宝

永
三
、
心
中
重
井
筒
）

風
雅
な
る
誹
譜
を
、
も
て
あ
つ
か
ひ
が
わ
る
ひ
ゆ
へ
に
、
ら
ち
も
な
い
も
の

に
し
な
く
だ
り
た
り

（宝
暦
十

一
、
列
仙
伝
）

ラ
チ
モ
ナ
イ
　
よ
し
な
き

（寛
政
四
、
詞
葉
新
雅
）

「妹
背
神
事
」
の
条
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
、
殊
に
義
太
夫
浄
瑠
璃
に
は
、
い
く
ら
も
見
え
る
。
勿
論

一
般
語
で
も
あ

親
父
た
い
ま
つ
と
ぼ
し
、
ま
つ
は
だ
か
で
立
出
、
娘
は
お
る
か
、
旅
人
が
み
　
　
っ
た
が
、
「あ
ゝ
ら

っ
ち
も
ね
え

（上
方
で
は
な
い
と

は
、
江
戸
の
五
代
目
市

え
ぬ
、
合
点
ゆ
か
ぬ
、
こ
り
ゃ
、
作
介
よ
、
と
も
ノ
ヽ
お
き
て
さ
が
し
お
ら
　
　
川
団
十
郎
の

「あ
ゝ
つ
が
も
ね
え
」
∩
つ
が
も
な
い
」
の
語
は
上
方
で
も
早
く

い
で
、
何
し
て
お
る
ぞ
、
作
介
、
め
を
す
リ
ノ
ヽ
、
尋
ず
と
お
か
し
や
ま
せ
、　
　
か
ら
使
用
）
に
対
し
て
、
歌
舞
伎
役
者
の

「
せ
り
ふ
」
の
気
味
が
あ
る
。
そ
れ

す
ゝ
は
き
に
は
出
ま
せ
ふ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
上
方
役
者
ら
し
い
が
、
誰
で
あ

っ
た
か
は
、
今
急
に
推
察
で
き
ぬ
は
残
念
で

と
あ
る
と
報
告
が
あ
る
。
こ
の
語
は
、
上
方
で
は
後
々
も
使
用
さ
れ
、

『
俳
譜
　
　
あ
る
。

『
辰
巳
之
園
』
の
本
文
に
出
る
こ
の
語
も

「大
勢
口
を
そ
ろ
え
て
ア
ヽ

世
説
』

（天
明
五
、
上
方
版
）
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

っ
ち
も
ね
工
」
と
あ

っ
て
、
恐
ら
く
声
色
で
発
声
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

北
枝
が
家
に
て
誹
譜
有
り
し
時
、
夜
更
て
盗
人
入
り
た
り
。
此
を
し
る
も
の
　
　
　
『
辰
巳
之
園
』
に
は
、
通
言
の
中
に
配
護
と
称
し
て
、
今
日
の
言
葉
で
云
へ

北
枝
に
告
け
る
に
、
北
枝
打
笑
い
て
、
い
づ
れ
煤
は
き
に
は
出
べ
き
も
の
な
　
　
ば
、
は
さ
み
言
葉
を
も
加
え
て
あ
る
。

『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
に
も
こ
れ
を
利

り
と
、
ざ
れ
言
い
ひ
て
色
も
か
え
ず
居
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
用
し
た
場
面
も
あ
る
故
に
、
詳
し
い
説
明
は
省
略
す
る
が
、
カ
キ
ク
ケ
コ
の
五

と
見
え
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
著
者
開
更
の
修
辞
と
見
て
よ
ろ
し
か
ら
う
。
江
　
　
音
の
字
を
は
さ
む
例
を
説
明
の
末
に
、

戸
で
も
、
こ
の
後
に
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
外
に
、
し
付
、
き
付
、
な
ど
ゝ
云
て
、
其
時
に
お
う
し
て
、　
一
字
置
に
、

う

っ
ち
ゃ
っ
て
お
け
、
す
ゝ
は
き
に
は
出
よ
ふ
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
っ
　
　
　
付
る
也



と
述
べ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
深
川
の
茶
屋
、
子
供
屋

（芸
娼
妓
の
置
屋
）
も

多
い
の
で
、
家
々
で
、
は
さ
み
言
葉
も
違

っ
て
行
は
れ
た
の
が
、
や
が
て
混
清

し
、
種
々
の
も
の
が
行
は
れ
る
に
至
っ
た
と
で
も
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
た
だ

し
、
し
付
、
き
付
の
例
は
洒
落
本
類
に
い
ま
だ
所
見
が
な
い
。
し
か
し
や
や
後

年
の
編
で
あ
る
が
、
浜
松
調
国
編
の

『
摂
陽
落
穂
集
』
巻
四
に

「大
阪
市
語
の

事
」
の
う
ち
に
、

「隠
語
の
あ
ら
ま
し
」
と
し
て
、
大
阪
市
中
の
通
り
符
帳
の

一
端
を
示
し
た
中
に
、

其
外
、
物
の
名
を
逆
に
い
ひ
、
シ
の
字
を
立
入
て
、
か
ね
と
い
う
に
は
、
ネ

シ
カ
な
ど
い
え
る
、
…
…

と
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
通
り
符
帳
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
編
著
時
よ
り
は
、
古
く

か
ら
、
大
阪
で
は
使
用
さ
れ
て
来
た
も
の
と
思

っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
深
川

の

「
し
付
」
と
の
関
係
を
も
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
逆
語

の
隠
語
は
、
最
も
普
通
で
、
ど
の
社
会
で
も
思
い
つ
い
た
も
の
ら
し
い
、
相
互

関
係
な
ど
、
う
か
つ
に
云
へ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
深
川
に
も
逆
語
が
あ

っ
て
、

此
う
つ
と
い
う
事
は
、
つ
う
を
さ
か
さ
に
い
う
ゆ
え
、
ふ
つ
う
と
い
え
る
、

当
時
の
通
言
な
り

（安
永
八
、
伊
賀
越
増
補
合
羽
之
龍
）

な
ど
と

一
ひ
ね
り
ひ
ね
っ
て
、
行
は
れ
た
ら
し
い
。

『
辰
巳
之
園
』
で
は
、
以
上
僅
か
し
か
見
出
せ
な
い
が
、
何
故
に
上
方
語
が
、

深
川
の
通
言
の
中
に
混
ず
る
の
で
あ
ら
う
か
を
、
以
下
に
考
へ
て
見
る
。

三

『
辰
巳
之
園
』
に
登
場
す
る
客
に
は
、
御
国
衆
即
ち
勤
番
侍
と
、
そ
の
同
僚

の
江
戸
詰
の
侍
の
一
群
が
あ
る
。
今

一
つ
は

「御
屋
鋪
か
ら
御
出
遊
し
た
」

「勝
手
用
人
と
も
、
云
か
っ
こ
ふ
」
の
先
の
一
群
と
は
格
の
高
い
侍
と
、
そ
の

「下
役
手
代
と
、
云
な
り
の
男
」
の
二
人
を
、
出
入
の
商
人
が
案
内
し
て
来
た

別
の
群
で
あ
る
。
五
郎
兵
衛
と
称
す
る
商
人
は
、
侍
と
の
応
対
を
見
る
に
、
大

店
の
番
頭
級
と
見
え
る
が
、
こ
の
小
花
屋

（実
在
の
仲
町
の
尾
花
屋
を
指
す
）

で
は
、
顔
が
き
い
て
ゐ
て
、
侍
か
ら

「是
は
、
ざ
ん
ね
ん
び
ん
し
け
ん
。
五
郎

兵
衛
が
お
馴
染
を
、
見
や
う
と
思
ふ
た
ら
」
な
ど
と

ひ
や
か
さ
れ
て
ゐ
る
。

『
辰
巳
之
園
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
吉
原
妓
楼
上
総
屋
の
主
人
宗
義
観

一
麿

で
、
降
盛
の
深
川
の
私
娼
街
を
あ
ば
く
目
的
を
も

っ
て
、
執
筆
し
た
と
の
説

（書
物
展
望
百
三
号
所
収
、
綿
屋
雪

「洒
落
本
辰
巳
之
園
の
著
者
」
）
が
あ
る

程
で
、
こ
の
客
筋
に
つ
い
て
も
、
実
情
を
穿

っ
て
ゐ
る
と
思

っ
て
よ
い
。
勤
番

侍
や
商
店
の
い
は
ゆ
る
お
店
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
続
く
深
川

洒
落
本
を
注
意
し
て
読
め
ば
、
そ
の
こ
と
は
益
々
明
ら
か
で
あ
る
。
勤
番
侍
は

し
ば
ら
く
置
い
て
、
お
店
者
に
つ
い
て
は
、

四
ツ
明
き
の
拍
子
木
は
店
者
の
足
を
早
め
、
八
幡
の
ぢ
ゃ
ん
ノ
ヽ
は
子
息
株

の
胸
に
こ
た
へ

（安
永
八
、
美
地
之
蛎
売
）

店
も
の
で
ゑ
へ
だ
膳
な
し
の
床
廻
し
、
ち
ょ
ん
の
間
契
り
の
ず
い
帰
り
と
い

う
や
つ
さ

（安
永
八
、
深
川
新
話
）

菓
子
屋
を
悪
む
新
川

（酒
蔵
が
連
立
し
た
所
）
の
番
頭
も
、
蒲
団
の
柏
餅
に

包
れ
、
（安
永
八
、
龍
虎
間
答
）

東
山
に
妓
を
携
し
漢
土
の
騎
者
も
、
い
ま
だ
締
鑽
摯
の
出
番
の
ち
ょ
っ
き
り

遊
び
、
酒
撃
の
枝
蔵
が
へ
り
の
た
の
し
き
事
を
知
る
べ
か
ら
ず

（寛
政
二
、

仕
懸
文
庫
）

と
。
外
に
も
あ
る
が
、
以
上
で
も
様
々
の
生
態
を
述
べ
て
ゐ
る
。
勤
番
侍
や
お

店
者
が
深
川
の
標
客
に
は
特
徴
的
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
岡
場
遊
廓
考
』

で
も
、
深
川
の

「客
」
の
見
出
し
で
、

む
か
し
吉
原
に
て
は
屋
形
衆
店
衆
と
い
へ
る
。
此
土
地
に
て
は
屋
敷
も
の
店

も
の
と
云
、
是
に
て
其
は
だ
あ
い
を
知
る
べ
し
、
よ
く
さ
は
ぐ
を
出
ば
ん
と
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い
ひ
、
大
た
ぶ
さ
を
や
し
き
と
い
ひ
、
肴
う
り
を
う
き
客
と
唱
る
類
多
し
、

か
ゝ
る
心
賤
し
き
客
に
は
得
て
揚
代
の
不
足
な
る
も
の
に
て
、
船
宿
の
請
込

に
て
帰
る
を
下
ッ
て
い
く
と
い
い
、
附
馬
の
言
葉
よ
り
猶
は
づ
べ
し

と
、
手
き
び
し
い
こ
と
を
云

っ
て
ゐ
る
。
吉
原
で
は
侍
も
大
身
、
商
人
も
大
店

の
主
人
息
子
が
多
い
が
、
深
川
で
は
勤
番
侍
や
、
番
頭
手
代
の
使
用
人
が
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。
同
書
は
又
、
特
に
夷
講
客
の
柄
の
悪
さ
を
、
特
別
に
挙
げ
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
も
お
店
者
達
の
大

一
座
で
あ

っ
て
、
十
月
の
夷
講
に
は
年
に
一

度
の
開
放
さ
れ
た
か
ら
さ
わ
ぎ
の
宴
会
が
、
数
々
深
川
の
妓
楼
で
は
催
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
勤
番
侍
や
お
店
者
は
、
主
持
の
こ
と
と
て
、
門
限
が
あ
る
。
お
店

者
は
出
番
と
て
休
暇
の
下
り
た
日
は
、
多
少
の
余
裕
こ
そ
あ
れ
、

「
ち
ょ
ん
の

間
契
り
の
ず
い
帰
り
」
が
多
く
、
出
番
の
時
す
ら

「
ち
ょ
っ
き
り
遊
び
」
。
昼

遊
び
で
賑
々
し
く
さ
わ
ぎ
立
て
る
遊
び
が
深
川
の
特
色
と
な

っ
た
の
も
、　
一
に

こ
の
客
筋
の
故
で
も
あ

っ
た
。

お
店
者
達
は
、
商
取
引
の
上
で
、
そ
れ
ス
ヽ
の
職
業
に
よ
っ
て
隠
語
が
多
い
。

梅
垣
実
氏
の

『
隠
語
辞
典
』
で
も
、
数
の
隠
語
を
別
に
上
げ
て
あ
る
如
く
、
数

の
隠
語
の
お
び
た
ゞ
し
い
の
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
商
習
慣
の
結
果
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
例
は
、
大
阪
の
も
の
は

『
摂
陽
落
穂
集
』
巻
四
や

『筆
拍
子
』
巻

十
に
、
江
戸
の
例
は

『
万
法
重
宝
秘
伝
集
』
（天
明
七
）
な
ど
に
見
え
る
（煙
草

屋

・
紙
屋
に
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
）。　
数
以
外
の
隠
語
も
勿
論
多
か
っ
た

こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
れ
又
諸
書
に
散
見
し
て
ゐ
る
が
、
前
述
の
深
川
客
の
お
店

者
の
如
く
、
無
教
養
な
者
は
、
遊
び
の
場
、
酒
の
上
で
、
面
白
が

っ
て
、
隠
語

を
使
用
す
る
こ
と
は
、
古
今
に
通
じ
て
変
り
が
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
京

伝
の

『仕
懸
文
庫
』
に
は
、
深
川
に
多
い
酒
蔵
の
蔵
出
し
に
来
た
客
に
盛
ん
に
、

酒
商
の
用
語
を
使
用
さ
せ
て
ゐ
る
。
客
に
つ
れ
る
の
が
水
商
売
の
、
こ
れ
も
亦

習
ひ
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
隠
語
の
あ
る
も
の
は
、
深
川
の
通
言
に
な

っ
て
ゆ

く
。
こ
こ
に
面
白
い
例
が
あ
る
。
恐
ら
く
佐
賀
藩
士
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る

著
者
が
、
文
政
十
年
、
深
川
を
舞
台
に

『
風
流
辰
巳
妓
談
　
楠
下
埜
夢
』
な
る

一
種
の
洒
落
本
を
作

っ
て
ゐ
る
。
そ
の
稿
本
を
中
野
三
敏
氏
か
ら
示
さ
れ
た
が
、

中
に
舟
宿
の
船
頭
を
し
て
、

「な
ん
ぞ
う
め
へ
も
の
を
、
御
馳
走
し
ね
え
け
り

ゃ
、
わ
り
い
ば
い
」
と
云
は
せ
、
さ
て
注
し
て
、

「ば
い
」
と
は
肥
前
の
日
上
、
舟
宿
の
男
な
ど
、
真
似
を
す
る
、
御
客
へ
の

つ
と
め
也

と
云
ふ
。
こ
れ
は
深
川
の
風
儀
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
つ
も
り
で
読
め

ば
、
深
川
の
通
言
の
中
か
ら
、
お
店
者
の
隠
語
か
ら
発
し
た
か
と
想
像
さ
れ
る

も
の
を
何
か
と
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の

「
ま
さ
」
と
い
う
事
は
、
通
と
い
ふ
こ
と
な
り
、
「け
ず

っ
て
見
れ
ば
」

と
は
、
付
合

っ
て
見
る
と
い
ふ
事
也
、

「
ふ
し
の
有
」
と
は
、
ふ
つ
う
と
い

ふ
事
也

（安
永
八
、
伊
賀
越
増
補
合
羽
之
竜
）

此

「
ふ
し
ん
か
た
」
と
は
め
し
を
食
ふ
事
也

（
天
明
二
、
富
賀
川
拝
見
）

（
こ
れ
を
使
用
し
た
文
章
は
略
し
て
、
注
の
み
を
引
用
）

の
如
き
を
深
川
通
言
と
し
て
紹
介
し
て
ゐ
る
が
、
ど
う
見
て
も
、
大
工
又
は
材

木
を
あ
つ
か
ふ
者
の
隠
語
と
思
は
れ
る
。
思
ふ
に
深
川
に
は
木
場
が
多
く
、
地

名
に
な

っ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。
こ
の
材
木
を
あ
つ
か
ふ
商
店
の
お
店
者
達
も
、

深
川
遊
里
の
客
に
あ

っ
た
と
す
る
こ
と
も
、
す
こ
ぶ
る
自
然
で
あ

っ
て
、
そ
こ

に
こ
の
種
の
通
言
が
発
生
し
た
の
で
あ
ら
う
。

口
を
き
る
と
い
う
事
は
、
大
い
そ

（深
川
の
こ
と
）
の
通
言
で
、
青
楼

（吉

原
の
こ
と
）
な
ら
、
し
ま
ひ
に
や
る
と
お
な
じ
こ
と
だ

（寛
政
二
、
仕
懸
文

庫
）

し
ま
ひ

（仕
舞
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
妓
を
揚
げ
る
約
束
を
し
て
お
く
こ
と
で
、

「仕
舞
」
の
語
は
、
深
川
で
も
通
用
す
る

（岡
場
遊
廓
考
な
ど
）。
そ
れ
を

「
口



を
き
る
」
と
云

っ
た
の
は
、
茶
の
口
切
も
あ
る
こ
と
な
が
ら
、
酒
樽
の
口
を
き

る
と
同
様
に
云
っ
た
の
で
、
酒
間
屋
の
用
語
か
ら
の
転
で
は
な
か
ら
う
か
。
樽

の
口
を
切
る
の
語
は
、
狂
言
や
近
世
前
半
の
文
学
書
に
も
見
へ
る
処
、
用
例
ま

で
に
も
及
ぶ
ま
い
。
又
京
伝
が
酒
間
屋
で
の
符
牒
を
こ
の
書
で
云
わ
せ
て
い
る

こ
と
も
前
述
し
た
。
し
か
し

「
口
を
き
る
」
と
は
、
先
づ
話
を
し
て
お
く
の
意

で
、
現
今
も
通
用
の
語
で
あ
る
。　
一
概
に
深
川
通
言
に
片
よ
せ
て
結
論
は
出
せ

な
い
が
、
京
伝
の
云
ふ
処
に
従
へ
ば
、
現
今
の
語
は
、
深
川
通
言
か
ら

一
般
化

し
た
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
京
伝
は
こ
の
書
で
ま
た
、
呉
服
屋
の
隠
語
の
一
つ
、

金

一
分
の
こ
と
を

「
ナ
ル
升

一
チ
」
と
云
う
こ
と
を
紹
介
し
て
、　
一
方
で
妓
の

一
人
に

お
め
へ
ど
う
す
る
祝
義
を
や
ら
ざ
ア
な
る
め
へ
、
ナ
ル
升

一
で
よ
か
ろ
う
か

の
な
ど
と
、
使
用
さ
せ
て
も
ゐ
る
の
で
あ
る
。
戯
作
類
に
見
え
る
語
を
、
当
時
の

風
習
を
正
確
に
伝
え
る
も
の
と
す
る
の
は
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

通
言
な
ど
は
　ヽ
一
種
の
紹
介
の
意
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
、
あ
る
程
度
は
信
じ

て
よ
か
ら
う
。
文
学
書
と
し
て
の
深
川
の
洒
落
本
で
は
、
以
上
の
如
く
客
筋
を

明
ら
か
に
し
な
い
で
、
標
客
を
登
場
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
が
、
読
者
が
そ
こ
に

気
付
き
、
そ
の
背
景
の
知
識
を
持
た
ね
ば
、
洒
落
の
わ
か
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。

通
言
の
理
解
と
相
待

っ
て
面
白
さ
の
初
め
て
わ
か
る
も
の
も
あ
る
。
洒
落
本
鑑

賞
上
の
一
注
意
と
も
な
る
で
あ
ら
う
。

勤
番
侍
の
深
川
遊
び
は
、
江
戸
の
長
い
独
身
生
活
の
鬱
を
散
す
る
薦
も
あ

っ

た
。
が
同
じ
く
江
戸
で
の
独
身
生
活
を
長
く
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
者
に
、
江
戸
時

代
に
は
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
ぼ

っ
た
、
上
方
商
店
の
支
店
即
ち
出
店
に
勤
め

る
、
江
戸
下
り
の
お
店
者
が
あ

っ
た
。
京
阪
の
み
な
ら
ず
、
近
江
商
人

・
伊
勢

商
人
を
合
せ
た
支
店
の
数
は
お
び
た
ゞ
し
く
経
済
史
の
方
面
で
は
、
調
査
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
の
店
員
と
も
な
れ
ば
、
か
な
り
の
数
で
あ

っ
た
ら

う
。
こ
れ
ら
、
今
の
語
で
云
へ
ば

「江
戸
チ
ョ
ン
」
も
、
軽
行
き
な
深
川
遊
里

に
遊
ぶ
店
者
の
中
で
、
か
な
り
な
率
を
占
め
て
ゐ
た
と
思
う
。
安
永

・
天
明
の

深
川
洒
落
本
に
は
、

「付
ケ
の
ぼ
せ
」
の
語
で
、
上
方
出
身
の
お
店
者
が
出
て

ゐ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
語
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
江
戸
店
即
ち
江
戸
の
支
店
へ
、

上
方
か
ら
下

っ
た
お
店
者
が
、
不
始
末
を
し
て
、
上
方
へ
帰
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
川
柳
に
も
見
え
る
処
、

つ
け
の
ぼ
せ
母
は
に
く
さ
と
な
つ
か
し
さ

（柳
多
留

。
四
）

つ
け
登
せ
か
つ
こ
う
も
の
に
く
ら
い
こ
み

（同

・
六
）

つ
け
登
せ
つ
ヽ
い
っ
ば
い
の
ろ
ぎ
ん
也
　
（同

・
五
）

こ
の
原
因
は
、
恰
好
も
の
に
く
ら
い
込
ん
で
、
色
遊
び
が
高
じ
た
末
の
つ
か
い

込
み
が
、
文
学
書
で
は
お
定
り
で
あ
る
。

面
白
い
よ
ふ
に
は
、
ご
ざ
れ
ど
も
、
付
の
ぼ
し
て
、
何
と
も
気
の
ど
く
に
ぞ

ん
じ
ま
す

（安
永
八
、
龍
虎
間
答
、
た
だ
し
こ
こ
の
意
味
は
、
た
と
え
で
、

直
接
の
意
で
は
な
い
）

此
道
中
を
廻

っ
て
仕
ま
ふ
と

（深
川
の
妓
楼
を
色
々
経
験
す
る
と
の
意
）
、

す
ぐ
に
京
へ
付
ケ
の
ぼ
せ
さ

（
天
明
二
、
富
賀
川
拝
見
）

京
伝
の
寛
政
期
の
作
に
至
る
と
、
流
石
に
芸
は
こ
ま
か
い
。
上
方
者
に
上
方
語

を
語
ら
せ
、
そ
の
穴
を
穿

っ
て
ゐ
る
。

折
ふ
し
む
か
う
座
敷
に
は
、
上
方
も
の
と
み
へ
、
も
の
ず
き
な
き
ゃ
く
、
む

し
ょ
う
に
あ
な
を
き
ヽ
た
が
る
や
う
す
に
て
、
客

「
コ
ン
ご
ふ
く
店
の
き
ゃ

く
の
穴
を
、
す
こ
し
い
う
て
き
か
し
ゃ
い
の
」
、
船
頭

「
ご
ふ
く
店
の
衆
の

遊
山
に
で
る
の
を
出
番
と
申
や
す
が
、
出
ば
ん
の
あ
た
る
の
は
、
正

・
二

・

六
・
八
の
月
サ
、
仲
間
の
通
言
に
や
ァ
、
つ
け
の
ぼ
せ
に
な
る
事
を
、
つ
け

衆
に
な
る
と
申
や
す
、
又
そ
れ
を
し
ゃ
れ
て
い
ふ
と
き
は
、
浅
黄
の
も
ヽ
引



松
坂
島
共
申
や
す

（以
下
、
通
言
の
紹
介
が
続
く
が
、
醜
刻
も
多
い
も
の
故

略
と

京
伝
の
こ
の
試
み
以
来
、
振
鷺
亭
の

『
玉
の
牒
』

（寛
政
年
間
）
や
小
金
あ
つ

丸
の

『
岡
女
八
目
佳
妓
窺
』

（享
和
年
間
）
に
も
、
呉
服
店
の
上
方
者
を
登
場

さ
せ
て
ゐ
る
。
そ
の
事
に
気
づ
い
て
深
川
洒
落
本
を
読
む
と
、
「
一日
酔
届
解
』

（天
明
四
）
や

『
玉
の
牒
』
な
ど
に
は
、
遊
妓
の
方
に
も
、
上
方
か
ら
下

っ
た

者
が
見
え
る
。
実
際
深
川
の
妓
に
は
、
上
方
下
り
も
か
な
り
存
在
し
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
上
方
下
り
の
妓
は
、
上
方
下
り
の
店
者
を
相
手
と
す
る

為
の
み
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
、
深
川
遊
里
に
上
方
語

が
行
は
れ
る
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
。
深
川
洒
落
本
で
、
上
方
者
の

あ
ら
は
に
登
場
す
る
の
は
、
寛
政
に
入

っ
て
で
あ
る
が
、
「
つ
け
の
ぼ
せ
」
の

語
は
、
安
永
天
明
、
そ
し
て
同
じ
語
の
見
え
る

『柳
多
留
』
四
編
は
、

『
辰
巳

之
園
』
刊
行
の
前
年
、
明
和
六
年
に
出
て
ゐ
る
。

『
辰
巳
之
園
』
頃
か
ら
、
上

方
か
ら
下

っ
た
江
戸
店
の
連
中
が
、
こ
こ
の
遊
里
に
出
入
し
て
、
上
方
語
や
、

自
分
ら
の
隠
語
を
使
用
し
て
ゐ
た
。
こ
れ
を
相
手
に
す
る
深
川
遊
里
の
人
々
も
、

そ
の
面
白
さ
う
な
、

「打
捨
て
置
煤
掃
に
は
出
る
」
と
か
、
声
色
で
云
ふ

「あ

ゝ
ら

っ
ち
も
ね
ヱ
」
（上
方
で
は

「な
い
し

な
ど
は
、
や
が
て
通
言
に
な

っ
て

行

っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

か
か
る
事
を
考
へ
て
行
く
と
、
ま
だ
十
分
に
検
討
し
て
ゐ
な
い
が
、

『
辰
巳

之
園
』
の
通
言
の
中
で
、

長
竿
　
悪
敷
す
る
と
云
事
也

出
も
の
　
右
同
断

の
、
「出
も
の
」
も
、
「長
竿
」
同
様
、
そ
れ
ま
で
親
し
く
馴
染
ん
で
ゐ
た
者
と

縁
を
切
る
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
今
日
も
、

「払
い
も
の
」
の
こ
と
を
、
上

方
で
は

「出
も
の
」
と
云
ひ
、
そ
の
初
め
は
商
人
言
葉
で
あ

っ
た
と
し
て
よ
い

の
で
、
こ
れ
も
上
方
語
、
も
し
く
は
お
店
者
の
日
か
ら
出
た
の
で
は
な
か
ら
う

か
。
判
断
と
か
相
談
と
か
の
意
の

「
つ
う
く
つ
」
の
語
は
、
通
言
と
さ
れ
て
な

い
が
、
深
川
洒
落
本
に
は
し
き
り
に
見
え
る
。
こ
れ
を
文
学
書
に
求
め
る
に
、

先
に
し
て
は
近
松
の
浄
瑠
璃
や
八
文
字
屋
本
に
い
く
ら
も
用
例
あ
り
、
後
に
し

て
は
江
戸
の
黄
表
紙

・
滑
稽
本
に
も
見
え
る
。

お
め
へ
が
と
ん
だ
不
通
な
ら
。
ど
う
で
も
つ
う
く
つ
が
出
来
る
け
れ
ど

（安

永
八
、
美
地
の
蛎
売
）

お
の
れ
ノ
ヽ
が
通
く
つ
咄
し
に
、
身
を
入
れ

（安
永
八
、
龍
虎
間
答
）

此
の
ご
ろ
内
度
々
く
る
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
つ
う
く
つ
し
て
、

（寛
政
十
、
辰

巳
婦
言
）

○

惣
兵
ヱ
と
つ
う
く
つ
い
た
し
、
い
ば
ら
木
屋
を
ば
私
請
合

（宝
永
五
カ
、
淀

鯉
出
世
滝
徳
　
上
）

親
か
た
と
通
屈
の
上
相
談
す
べ
し

（享
保
三
、
女
男
伊
勢
風
流
、
二

・
三
）

○

御
や
し
き
の
御
茶
屋
へ
参
れ
ば
そ
の
通
ウ
く
つ
が
わ
か
り
か
ね
ま
す

（天
明

二
、
歌
舞
伎
の
華
）

観
音
、
千
兵
ユ
と
つ
う
く
つ
し
た
ま
ひ

（天
明
五
、
大
悲
千
禄
本
）

こ
れ
ら
も
、
或
は
深
川
の
遊
里
を
通

っ
て
、
江
戸
に
流
入
し
た
上
方
語
で
あ

っ

た
ら
う
か
。
「付
ケ
の
ぼ
せ
」
の
語
か
ら
し
て
、
上
方
商
店
の
用
語
で
な
い
か
と

思
は
れ
る
。
た
と
へ
ば
、
上
方
か
ら
下
し
た
商
品
が
粗
悪
で
、
返
送
す
る
場
合

な
ど
で
あ
れ
ば
、
誠
に
恰
好
で
あ
る
が
、
そ
の
例
を
ま
だ
知
ら
な
い
。
又
、
上

方
で
は
大
男
を
云
ふ

「す
ま
た
の
切
れ
上

っ
た
」
の
語
が
、
　

江
戸
の
す
ら
り

と
し
た
女
に
云
ふ

「小
股
の
切
上

っ
た
」
の
語
に
変
じ
た
も
の
と
考
え
て
、
そ

の
変
化
が
、
深
川
遊
里
に
於
て
行
は
れ
た
と
見
て
は
如
何
か
と
、
考
へ
た
こ
と



も
あ
る

（冬
野
昭
和
四
十
八
年
三
月
号
所
収
、
拙
稿

「雅
俗
漫
筆
四
し
。

四

深
川
通
ひ
の
江
戸
下
り
の
店
員
達
は
、
上
方
語
を
こ
の
里
に
は
こ
ん
だ
の
み

で
な
く
、
こ
の
里
の
通
言
を
、
上
方
の
遊
里
や
、
世
間

一
般
に
輸
入
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。

そ
の
一
つ
『
辰
巳
之
園
』
の
通
言
に
、

ち
ゃ
ら
　
う
そ
つ
く
人
に
な
ぞ
ら
へ
て
云

と
あ
る

「
ち
ゃ
ら
」
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
。
こ
の
語
は
恐
ら
く
は
、

ち
ゃ
ら
く
ら
　
焚
そ
こ
な
い

（
明
和
六
、
吾
妻
錦
）

ち
ゃ
ら
く
ら
　
遣
り
手
が
留
守

（同
）

∩
何
も
か
も
や
み
雲
助
の
旅
の
空
」
の
付
合
に
）
雨
よ
月
よ
と
ち
ゃ
ら
く

ら
の
夢

（
明
和
八
、
俳
諸
名
物
鑑
）

な
ど
江
戸
の
俳
書
に
見
え
る

「ど
ち
ら
か
わ
か
ら
ぬ
」
と
か
、

「
よ
い
か
げ
ん

な
さ
ま
」
を
云
ふ

「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
の
下
略
し
て
出
来
た
語
と
思
は
れ
る
。
こ

の
語
が
深
川
通
言
と
な

っ
て
か
ら
は
、

「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
と
共
に
使
用
さ
れ
、

「
ち
ゃ
ら
け
る
」、

「
ち
ゃ
ら
か
す
」
の
動
詞
が
出
来
、
「
ち
ゃ
ら
も
の
」
と
云

ふ
名
詞
も
出
来
、

「
ち
ゃ
ら
ぼ
こ
」
と
名
詞
や
形
容
動
詞
に
用
ひ
る
も
の
も
作

ら
れ
て
、
大
い
に
用
ひ
ら
れ
た
。

こ
の
や

っ
こ
だ
こ
に
つ
き
、
ち
ゃ
ら
く
ら
を
申
、
日
本
へ
か
え
り
た
く
ま
い

り
侯

（安
永
八
、
親
父
否
早
学
問
）

何
や
ら
吉
に
は
な
し
を
す
る
と
見
へ
て
、
む
ね
を
つ
ら
ま
い
、
ち
や
ら
け
な

が
ら
あ
と
へ
帰
る

（
天
明
二
、
登
美
賀
遠
佳
、
た
ゞ
し
こ
の
使
用
は
、

「
じ

ゃ
ら
け
る
」
と
混
じ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
同
書
に
は
又
、

「
た
ん
ノ
ヽ
し

ゃ
ら
け
が
ゝ
り
三
人
に
て
咄
し
有
」
の
例
も
あ
る
）

三
人
の
女
郎
も
か
け
来
り
、
お
や
何
で
ご
ぜ
へ
ま
す
ヱ
、
と
ん
だ
お
客
だ
ヨ

き
つ
い
し
ゃ
れ
さ
な
ど
ヽ
、
ち
ゃ
ら
か
し
て
も
、　
一
向
聞
つ
け
ず

（寛
政
十
、

辰
巳
婦
言
、
こ
れ
は
、　
コ
」
ま
か
す
」
程
の
意
）

い
や
其
元
は
茶
や
も
の
で
は
な
ふ
て
、
大
き
な
ち
ゃ
ら
も
の
じ
ゃ

（安
永
六
、

郭
中
掃
除
、
洒
落
な
の
で
、
ど
れ
程
固
定
し
た
語
か
わ
か
ら
ぬ
）

古
着
屋
め
を
ち
ゃ
ら
ぼ
こ
で
、
は
ぐ
ら
か
し
て

（文
化
五
、
膝
栗
毛
、
七
上
、

『
嬉
遊
笑
覧
』
、
五
下
に
は

「
ち
ゃ
ら
ほ
ら
」
と
し
て
見
え
る
。）

こ
の
傾
向
が
、
上
方
へ
も
伝

へ
ら
れ
て
、
や
は
り
遊
里
の
通
言
と
な

っ
た
も
の

と
見
え
て
、
寛
政
期
に
入
る
と
、
上
方
の
洒
落
本
類
に
も
、
次
第
に
見
え
、　
一

般
に
も
及
ん
で
行

っ
た
。

そ
こ
で
此
ほ
う
も
す
か
さ
ず
、
ゑ
い
か
げ
ん
に
ち
ゃ
ら
つ
い
て
、
ち
や
う
し

あ
は
し
て
お
き
升
た
が

（寛
政
六
、
北
華
通
情
、
大
阪
曽
根
崎
）

「
ム
ウ
あ
げ
る
と
言
こ
と
か
、
そ
れ
は
き
さ
ま
、
い
に
し
な
に
、
末
吉
町
通

る
な
ら
、
ま
る
豆
腐
屋
の
内
を
の
ぞ
い
て
見
た
か
よ
い
」

「
工
、
そ
ん
な
ち

や
ら
は
間
と
ふ
ナ
イ
」
（寛
政
九
、
う
か
れ
草
紙
、
祗
園
）

江
戸
の
洒
落
本
で
は
、
椰
輸
さ
れ

っ
ば
な
し
で
あ
る
が
、
流
石
に
商
人
、
輸
出

に
は
輸
入
、
深
川
の
経
験
を
持
ち
帰

っ
た
も
の
と
、
見
て
は
い
か
ゞ
で
あ
ら
う

か
。た

だ
し
こ
の

「
ち
ゃ
ら
」
の
も
と
を
な
す
と
見
た

「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
が
元
来

江
戸
語
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
問
題
が
あ
る
。
鈴
木
勝
忠
氏

編

『
雑
俳
語
辞
典
』
に
は
、
宝
永
元
年
大
阪
刊
の
雑
俳
書

『
千
枚
分
銅
』
か
ら
、

次
の
一
語
を
掲
げ
る
。

ち
ゃ
ら
り
く
ら
り

（
同
書
の
見
出
し
に

「
ち
ゃ
ら
り
ら
く
り
」
と
す
る
は
誤

植
）
口
先
で
ご
ま
か
す
形
、

「
ち
ゃ
ら
り
く
ら
り
と
ノ
ヽ
、
姥
で
候
姪
で
候

と
て
過
キ
て
ゆ
く



と
。
上
方
の
早
い
例
を
外
に
知
ら
な
い
が
、
江
戸
の

「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
は
、
こ

の
語
か
ら
出
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
或
は
、
上
方
に
は
既
に
、
近
松
の
作

品
に
も
見
え
て

「
じ
ゃ
ら
く
ら
」
、
そ
れ
を
略
し
た

「
じ
ゃ
ら
」
の
語
も
あ
る
。

そ
れ
ら
に
応
じ
て

「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
の
出
来
た
の
は
、
上
方
で
あ

っ
た
と
し
て

も
よ
い
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
考
え
か
ら
す
る
と
、
「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
か
ら
、
「
ち

ゃ
ら
」
に
略
し
て
、
深
川
通
言
と
し
た
の
み
が
、
江
戸
で
の
変
化
で
あ

っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
す
れ
ば
、
上
方
の

「
ち
ゃ
ら
り
く
ら
り
」
が
、
上
方
又
は
江

戸
で

「
ち
ゃ
ら
く
ら
」
と
転
じ
、
深
川
通
言
と
し
て

「
ち
ゃ
ら
」
と
な
り
、
そ

の
形
で
上
方
へ
再
輸
入
さ
れ
た
と
云
ふ
こ
と
と
な
る
。

深
川
通
言
の
上
方
へ
の
流
入
、
上
方
語
が
江
戸
へ
流
入
し
、
姿
や
語
義
を
か

え
て
、
上
方
へ
帰
る
例
な
ど
、
外
に
も
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
た
ゞ

深
川
通
言
を
め
ぐ
る
、
僅
の
例
の
み
で
欄
筆
す
る
。
　
　
　
（関
西
大
学
教
授
）
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