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潮
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『
潮
来
婦
志
』
は
︑
江
戶
時
代
︑
江
戶
の
戲
作

者
式
亭
三
馬
が
︑
遊
興
の
地
と
し
て
も
名
の
通

っ
て
ゐ
た
常
陸
國
潮
来
に
遊
び
︑
そ
の
遊
廓
を

舞
臺
に
描
い
た
洒
落
本
で
あ
る
︒
で
き
が
わ
る

い
と
生
歬
に
は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
︑

こ
と
ば
に
う
る
さ
い
と
知
ら
れ
た
三
馬
の
こ
と
︑

本
作
に
も
潮
来
の
こ
と
ば
に
對
す
る
彼
の
觀
察

を
隨
所
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
︒

以
歬
︑
岡
田
（
二
〇
一
二
）
と
し
て
︑『
潮

来
婦
志
』
の
言
語
を
探
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
︒

そ
の
と
き
は
︑
紙
幅
の
つ
が
ふ
も
あ
り
︑
そ
の

語
彙
を
め
ぐ
る
考
證
め
い
た
こ
と
は
�
愛
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
︒

こ
の
た
び
と
て
︑
漫
然
の
そ
し
り
を
免
れ
う

る
と
は
思
へ
な
い
が
︑
歬
稿
に
漏
れ
た
い
く
ば

く
か
を
論
じ
て
︑
そ
の
お
ぎ
な
ひ
と
し
た
い
︒

一　

洒
落
本
と
は
︑
江
戶
時
代
の
文
藝
の
一
樣
態
で
︑

一
典
型
と
し
て
は
︑
遊
廓
に
遊
ん
だ
男
の
體
驗

を
︑
そ
の
地
の
風
習
や
︑
遊
女
と
の
會
話
を
活

寫
し
も
し
て
︑
敍
す
る
形
態
を
取
る
︒
し
た
が

っ
て
︑
そ
こ
に
描
か
れ
る
こ
と
ば
は
︑
遊
廓
を

出
で
て
通
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
分
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
洒
落
本
は
︑
江
戶
後
朞
に

江
戶
の
地
で
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
し
だ
い

を
追
っ
て
三
都
以
外
の
地
を
も
取
材
し
︑
ま
た

三
都
以
外
の
地
に
お
い
て
刊
行
さ
れ
る
も
の
も

現
れ
る
に
い
た
っ
た
︒
そ
の
や
う
な
も
の
で
は
︑

方
言
色
を
出
し
て
︑
そ
の
地
ら
し
さ
を
釀
し
出

さ
う
と
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒

『
潮
来
婦
志
』
も
︑
あ
く
ま
で
そ
の
や
う
な

流
れ
を
出
る
も
の
で
は
な
い
︒
歬
稿
に
格
助
詞

と
白
圈
（
半
濁
點
樣
の
記
號
）
を
例
に
述
べ
た

や
う
に
︑
江
戶
者
は
さ
て
お
き
︑
戲
作
の
な
か

の
ひ
と
び
と
は
︑
潮
来
方
言
を
思
は
せ
は
し
な

が
ら
も
︑
あ
く
ま
で
江
戶
の
讀
者
に
分
る
こ
と

ば
を
し
ゃ
べ
る
の
で
あ
る
︒

方
言
色
を
出
す
と
ひ
と
く
ち
に
言
っ
て
も
︑

い
ろ
い
ろ
手
段
は
考
へ
ら
れ
る
︒
じ
っ
さ
い
は
︑

文
字
で
傳
へ
ら
れ
る
こ
と
に
は
當
然
限
界
も
あ

り
︑
ま
た
︑
作
り
手
に
と
っ
て
︑
ほ
ん
た
う
に

方
言
を
活
寫
し
て
し
ま
っ
て
は
︑
讀
ん
で
も
ら

へ
な
い
と
い
ふ
危
惧
は
當
時
に
お
い
て
も
現
代

と
同
樣
で
あ
っ
た
の
だ
ら
う
︑
い
か
に
も
方
言

ら
し
い
語
や
表
現
を
效
果
的
に
用
ゐ
る
の
が
關

の
山
で
あ
っ
た
︒

二　
『
潮
来
婦
志
』
に
お
い
て
も
︑
そ
の
や
う
な

い
か
に
も
ふ
つ
う
で
な
い

0

0

0

0

0

0

こ
と
ば
が
集
中
し
て

現
れ
る
箇
所
が
あ
る
︒
そ
れ
が
後
編
の
潮
来
對

岸
の
佐
原
の
若
者
同
士
の
對
話
部
分
で
あ
る
︒

彥
と
新
と
い
ふ
ふ
た
り
の
會
話
は
︑
や
が
て
彥

が
じ
ぶ
ん
の
床
に
戾
っ
て
新
と
遊
女
枝
川
の
惚

れ
た
腫
れ
た
の
會
話
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
が
︑
さ



し
あ
た
っ
て
本
題
か
ら
問
題
に
な
る
の
は
︑
こ

の
通
ぶ
っ
た
ふ
た
り
の
會
話
で
あ
る
︒
こ
こ
で

は
珍
し
い
語
が
頻
出
し
︑
そ
の
左
側
に
江
戶
に

お
い
て
對
應
す
る
語
が
振
っ
て
あ
っ
て
︑
い
か

に
も
潮
来
の
遊
廓
用
語
で
あ
る
こ
と
を
朞
待
さ

せ
る
箇
所
で
あ
る
︒
い
く
ら
か
引
用
し
よ
う

（
引
用
に
は
︑『
洒
落
本
大
成
』
卷
二
十
八
︑
中

央
公
論
社
︑
一
九
八
七
を
用
ゐ
る
︒
引
用
箇
所

は
一
六
二
︒
右
振
り
假
名
は
省
略
）︒

﹇
客
人
新
﹈
と
し
は
二
十
四
五
さ
は
ら
あ
た
り
の
町
人
と

見
え
た
り
今
床
が
納
て
女
郞
の
来
ぬ
內
︒
つ

れ
の
彥
が
床
へ
あ
そ
び
に
来
て
ゐ
る
此
客
人
は
〽
ヤ

シ
符
帳
（
ぶ
て
う
）
の
さ
ん
し
よ
を
つ
か
ふ
く
せ
あ
り

﹇
新
﹈
ア
ヽ
せ
つ
ね
へ
︒
〽
き酒
す
を
呑ひ
い
た

ら
大
き
に
〽
づ生

醉れ
も
に
な
つ
た
︒
爰
も
モ
ウ

ち
つ
と
〽
た

肴つ
ぽ
を
〽
能ゑむ
に
し
て
へ
﹇
彥
﹈

〽
どて
い

し

ゆ

う
ろ
く
が
氣
を
つ
け
れ
ば
〽
まう
ぶま
いい
け

れ
ど
〽
げか

ゝ

ア

ん
さ
い
ま
か
せ
だ
か
ら
〽
きわ
る

い
す
だ

﹇
新
﹈
ト
キ
ニ
〽
もたば

こく
が
〽
か
ま
ら
ねな
しへ
﹇
彥
﹈

お
れ
が
を
分
や
う
ト
た
ば
こ
を

い
れ
て
や
る

︙
︙

こ
の
後
も
遊
び
人
の
苦
勞
と
愚
癡
が
續
く
が
︑

こ
こ
だ
け
で
も
︑﹁
此
客
人
は
〽
ヤ
シ
符ぶ

て
う帳

の

さ
ん
し
よ
を
つ
か
ふ
く
せ
あ
り
﹂
と
言
は
れ
た

兩
名
の
素
姓
と
︑
通
ぶ
っ
た
さ
ま
が
窺
へ
よ
う

（
さ
ん
し
ょ
は
人
形
淨
瑠
璃
の
世
界
で
の
符
帳
）︒

こ
の
會
話
を
讀
ん
だ
『
日
本
國
語
大
辭
典
』

の
項
目
執
筆
者
は
︑
そ
の
う
ち
の
幾
語
か
を
用

例
と
し
て
採
取
し
た
ら
し
い
︒
こ
の
本
の
み
を

出
典
と
し
た
語
も
同
辭
典
に
揭
出
さ
れ
て
ゐ
る
︒

﹁
あ
つ
ら
ん
・
う
き
す
ま
わ
し
・
え
む
・
か
ま

る
・
げ
ん
さ
い
・
ご
ろ
・
て
ら
し
ま
ご
べ
え
・

ど
う
ろ
く
・
は
ら
り
・
ま
ぶ
い
・
も
く
・
も
く

い
れ
・
や
し
ぶ
ち
ょ
う
・
や
わ
・
ろ
く
じ
﹂
の

十
五
語
で
あ
る
︒『
潮
来
婦
志
』
を
用
例
の
出

典
に
持
つ
語
は
計
二
十
三
語
で
あ
る
の
で
︑
か

な
り
こ
の
箇
所
に
偏
重
し
て
ゐ
る
︒
こ
の
う
ち
︑

本
書
か
ら
の
み
用
例
を
引
く
語
あ
る
い
は
語
義

は
︑
十
例
あ
る
︒
そ
の
ほ
か
初
出
と
さ
れ
る

語
・
語
義
は
四
例
で
︑
新
彥
對
談
は
︑
孤
例
・

初
出
例
の
寶
庫
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
語
は
︑
ど
の
や
う
な
素
姓
を
持
つ

語
な
の
で
あ
ら
う
か
︒『
日
本
國
語
大
辭
典
』

に
は
︑﹁
う
き
す
ま
わ
し
﹂
の
や
う
に
﹁
佐
原

地
方
の
て
き
や
仲
間
の
隠
語
﹂
と
佐
原
の
こ
と

ば
で
あ
る
と
見
る
も
の
も
あ
り
︑
ま
た
︑﹁
や

わ
﹂
に
﹁
江
戸
時
代
の
香
具
師
（
や
し
）
仲
間

の
隠
語
﹂
と
あ
り
︑﹁
は
ら
り
﹂
に
﹁
人
形
浄

瑠
璃
社
会
の
隠
語
﹂
と
あ
る
が
ご
と
く
︑
地
域

を
限
定
し
な
い
も
の
も
あ
っ
て
︑
あ
つ
か
ひ
に

ゆ
れ
が
あ
る
︒

ま
づ
︑
こ
の
語
が
佐
原
の
方
言
の
こ
と
ば
で

あ
る
か
は
確
か
め
が
た
い
︒
記
錄
に
も
乏
し
い

し
︑
潮
来
の
遊
廓
は
廢
れ
て
ひ
さ
し
く
︑
そ
の

ま
は
り
で
の
み
使
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
ば
も
生
き

殘
っ
て
は
ゐ
ま
い
か
ら
︑
な
ん
と
も
は
っ
き
り

し
な
い
（
な
ほ
︑『
佐
原
町
誌
』
一
九
三
一
な

ど
に
あ
る
方
言
語
彙
集
に
は
基
本
的
に
見
え
ず
︑

潮
来
出
身
の
知
人
に
敎
示
を
乞
う
た
が
︑
こ
れ

ら
の
語
は
現
代
の
潮
来
方
言
で
用
ゐ
ら
れ
る
語

で
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
）︒

そ
れ
に
對
し
︑
こ
れ
を
江
戶
の
隱
語
と
見
る

と
︑
す
ん
な
り
と
說
朙
が
ゆ
く
︒
他
文
獻
に
用

例
が
確
認
で
き
る
語
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
や

う
な
近
世
・
近
代
の
隱
語
的
用
例
で
あ
る
し
︑

用
例
が
唯
一
例
の
も
の
と
し
て
も
︑
隱
語
辭
書

類
に
同
義
の
確
認
で
き
る
も
の
が
多
い
︒

け
っ
き
ょ
く
︑
こ
れ
ら
を
佐
原
の
語
と
し
た

解
釋
に
は
愼
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
江
戶

の
的
屋
や
淨
瑠
璃
の
こ
と
ば
を
︑
潮
来
の
通
人

も
口
ま
ね
す
る
の
だ
と
い
ふ
ほ
う
が
︑
よ
ほ
ど

推
測
と
し
て
は
當
っ
て
ゐ
よ
う
が
︑
三
馬
が
過

剩
に
貶
め
て
の
こ
と
と
も
限
ら
な
い
︒



三　

三
馬
が
ま
っ
た
く
潮
来
の
ふ
つ
う
の
こ
と
ば

0

0

0

0

0

0

0

を

用
ゐ
な
い
か
と
い
へ
ば
︑
當
然
そ
ん
な
こ
と
は

な
く
︑
が
ん
ど
う

0

0

0

0

の
や
う
な
有
名
な
茨
城
方
言

も
現
れ
る
︒
變
っ
た
こ
と
ば
を
紹
介
す
る
ご
く

短
い
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
潮
来
の
方
言

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
あ
っ
て
︑
そ
の
な
か

の
語
に
は
︑『
潮
来
婦
志
』
に
用
ゐ
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
あ
る
語
も
あ
る
（
雲
霞
庵
︑
一
九
〇
三
）︒

た
と
へ
ば
︑
雲
霞
庵
の
記
錄
に
は
﹁
ば
ん
げ

ー
﹂
と
い
ふ
語
が
見
え
る
︒
今
夜
の
意
で
あ
る
︒

『
潮
来
婦
志
』
に
は
舟
の
わ
た
し
に
て
﹁
ば
ん

げ
へ
ま
で
二
百
︒
押
揚
で
ご
ざ
り
ま
し
て
も
又

お
歸
り
に
舟
サ
お
の
り
な
さ
れ
ば
別
に
百
五
拾

出
ま
す
﹂（
一
三
〇
）
の
や
う
に
用
ゐ
ら
れ
︑

同
語
で
あ
ら
う
︒
現
代
で
も
ひ
ろ
い
地
域
で
用

ゐ
ら
れ
る
こ
の
語
の
こ
と
︑
潮
来
以
外
で
採
取

し
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑﹁
こ
わ
い 

事
が
ご
ざ

り
ま
す
よ
︒
上
向
の
旦
那
さ
ま
に
ノ
シ
︒
ち
ん

ぢ
や
ん
ぼ
ん
が
ご
ざ
り
ま
す
と
サ
（
中
略
）

ち
や
ん
じ
ん
ぼ
ん
○
又
は
ち
ん
ち
や
ん
ぼ
ん
ト
い
ふ
は
葬
禮
の
事

也
○
按
ず
る
に
ヂ
ン
ヂ
ヤ
ン
ボ
ン
い
づ
れ
も
引
導
の
な
り
も
の
ゝ

音
に
て
い
ひ
な
ら
は

し
た
る
な
る
べ
し

﹂（
一
四
五
）
と
い
ふ
﹁
ち
ん

ぢ
ゃ
ん
ぼ
ん
﹂
は
︑
お
そ
ら
く
當
地
で
な
け
れ

ば
三
馬
は
耳
に
す
ま
じ
き
表
現
で
︑
雲
霞
庵
に

は
﹁
ち
ん
ぢ
や
あ
ぼ
（
葬
式
）﹂
と
あ
る
︒﹁
ち

ん
﹂
が
つ
く
の
は
關
東
で
は
茨
城
の
特
徵
の
や

う
で
︑
他
地
域
に
は
﹁
じ
ゃ
ん
ぽ
ん
﹂
の
多
い

や
う
で
あ
る
︒

そ
の
ほ
か
に
も
︑
茨
城
の
方
言
に
關
す
る
文

獻
と
對
應
す
る
表
現
は
あ
る
が
︑
い
ま
は
語
を

抄
出
し
て
︑
詳
細
は
省
略
に
從
ふ
︒
主
要
な
文

獻
は
本
稿
に
觸
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
︑

な
ん
じ
ゃ
も
ん
じ
ゃ
︑
げ
え
だ
︑
ち
ょ
っ
ぽ
り
︑

な
ど
な
ど
︒

四　

潮
来
ら
し
い
表
現
に
つ
い
て
も
す
こ
し
探
っ
て

み
よ
う
︒

本
作
に
は
︑（
シ
）
ヤ
ッ
セ
と
い
う
勸
奬
表

現
が
見
ら
れ
る
︒
二
例
を
數
へ
る
の
み
で
あ
る

が
︑﹁
喜
八
と
の
よ
ウ
︒
太
鼓
ど
ば
ち
サ
持
て

来
や
つ
せ
へ
よ
ウ
﹂（
女
郞
が
小
閒
使
い
に
︑

一
三
九
）
お
よ
び
﹁
サ
ア
此
衆
来
や
し
ま
し
よ
﹂

（
べ
つ
の
女
郞
が
客
に
︑
一
四
〇
）
で
あ
る
︒

最
初
の
女
郞
は
生
れ
が
あ
き
ら
か
で
な
い
が
︑

後
者
の
女
郞
は
銚
子
生
れ
と
い
う
設
定
で
あ
る
︒

金
田
一
（
一
九
八
一
︑
二
八
）
に
よ
れ
ば
︑
オ

キ
ル
の
勸
奬
表
現
を
オ
キ
ヤ
ッ
セ
︑
ミ
ル
を
ミ

ヤ
ッ
セ
と
い
ふ
こ
と
が
利
根
川
か
ら
江
戶
川
の

流
域
周
邊
に
行
は
れ
る
と
い
ふ
︒
潮
来
は
江
戶

川
︑
す
な
は
ち
舊
利
根
川
流
域
で
は
な
く
︑
鬼

怒
川
・
小
貝
川
流
域
に
あ
り
︑
こ
の
報
吿
か
ら

は
外
れ
る
︒

茨
城
方
言
で
行
は
れ
て
ゐ
る
類
似
の
い
ひ
か

た
に
は
︑
金
澤
（
一
九
八
四
）
に
あ
る
﹁（
シ
）

ラ
ッ
セ
﹂
が
當
ら
う
︒
大
橋
（
一
九
七
四
︲
一

九
七
六
︑
卷
二
︑
第
六
十
三
圖
）
に
は
︑
潮
来

に
ほ
ど
ち
か
い
茨
城
縣
稻
旉
郡
東
村
（
現
稻
旉

市
）
に
﹁
寄
ら
っ
せ
﹂
と
い
ふ
形
態
が
報
吿
さ

れ
て
ゐ
る
︒
刊
本
『
常
陸
方
言
』（
中
山
信
名
・

色
川
三
中
・
栗
田
寬
『
新
編
常
陸
國
誌
』
卷
一

二
︑
一
九
〇
一
︑
積
善
館
）
に
は
︑

 ︹
サ
レ
︺
指オ

ホ
ス
ル令

辭コ
ト
バ

ニ
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︑
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︑
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︑
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辭
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︑
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ニ
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︑
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︑
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ウ
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︱
︑
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ウ
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︱
︑
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ヘ
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︱
︑
又
来

︱
︑
行イ

ツ
テ
ミ
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︱
︑

爲ヤ
ツ
テ
ミ
イ
試

︱
︑
能ヨ

ウ
コ
サ
ツ

御
坐
有

︱
︑
ナ
ド
ノ
語
ア

リ
︑ 

（
一
九
一
九
ペ
ー
ジ
）

と
あ
っ
て
︑
や
は
り
（
シ
）
ラ
ッ
セ
で
あ
る
︒

す
く
な
く
と
も
︑
本
作
に
お
け
る
（
シ
）
ヤ
ッ

セ
は
︑
現
代
の
分
布
か
ら
は
自
然
で
な
い
形
と

言
へ
よ
う
︒

五　

マ
シ
ネ
エ
と
い
ふ
叮
嚀
表
現
も
あ
る
︒
江
戶
方

言
に
對
應
す
る
マ
シ
ナ
イ
は
︑『
日
本
國
語
大

辭
典
』
第
二
版
に
は
﹁
丁
寧
な
打
ち
消
し
を
表

わ
す
︒
ま
せ
ん
︒
近
世
後
期
江
戸
語
で
用
い
ら

れ
た
﹂
と
す
る
が
︑
ふ
る
い
用
例
は
輕
井
澤
を

舞
臺
と
し
た
『
衜
中
粹
語
錄
』（
大
田
南
畝
）

で
あ
っ
た
り
し
︑
擧
げ
ら
れ
た
『
浮
世
風
呂
』

に
も
一
例
を
數
へ
る
の
み
で
あ
る
（
坂
梨
︑
一

九
九
五
︑
九
〇
︲
九
一
）︒
そ
れ
に
對
し
︑
本

作
で
は
︑
八
例
が
マ
シ
ネ
エ
で
︑
女
郞
た
ち
が

お
も
に
用
ゐ
︑
對
す
る
江
戶
方
言
的
マ
セ
ン

（
ヌ
）
は
七
例
で
六
例
が
舟
頭
の
發
話
に
偏
る
︒

現
代
に
お
い
て
は
︑
金
田
一
（
一
九
五
五
）
に

よ
れ
ば
︑
群
馬
縣
な
ど
關
東
西
部
の
方
言
に
よ

く
見
ら
れ
︑
千
葉
縣
で
も
行
は
れ
る
と
い
ふ
︒

い
づ
れ
に
せ
よ
︑
こ
れ
ら
の
表
現
が
︑
方
言
文

学
に
さ
き
に
多
く
現
れ
る
こ
と
は
︑
江
戶
方
言

に
は
外
か
ら
入
っ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
を
示
唆

す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
だ
ら
う
︒

六　

け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
︑
い
ま
よ
り
お
ほ
く
の

傍
證
を
得
な
い
こ
と
に
は
︑
三
馬
が
潮
来
の
經

驗
を
ま
じ
め
に
紙
面
に
反
映
さ
せ
る
氣
が
そ
も

そ
も
あ
っ
た
の
か
︑
考
へ
る
よ
す
が
も
な
く
て

突
き
止
め
つ
く
す
あ
た
は
ず
な
り
︒
し
か
し
︑

た
ん
に
潮
来
の
こ
と
ば
を
寫
す
だ
け
で
は
な
く
︑

江
戶
人
に
ひ
ろ
く
關
東
ら
し
く
映
っ
た
表
現
が

本
作
に
垣
閒
見
ら
れ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
こ
と

で
あ
ら
う
︒
そ
し
て
そ
れ
は
旅
情
を
か
き
立
て

る
も
の
と
し
て
消
費
さ
れ
も
し
よ
う
︒

文
学
と
し
て
は
︑
こ
の
や
う
な
う
そ
と
も
ほ

ん
た
う
と
も
著
か
ぬ
と
こ
ろ
に
臨
場
感
も
生
れ

る
も
の
で
あ
ら
う
か
︒
語
学
屋
と
し
て
は
︑
せ

め
て
的
屋
言
葉
は
江
戶
も
潮
来
も
共
通
性
が
高

か
っ
た
の
だ
ら
う
か
な
ど
と
推
し
は
か
る
の
み
︒

文
学
で
す
ら
な
い
戲
作
に
寫
實
を
求
め
る
莫
迦

正
直
者
は
こ
れ
に
て
擱
筆
︒

文
獻

雲
霞
庵
芲
山
（
一
九
〇
三
）﹁
常
陸
國
潮
来
町
の
方
言
﹂

『
風
俗
畫
報
』
二
六
二

大
橋
勝
男
（
一
九
七
四
︲
一
九
七
六
）『
関
東
地
方

域
方
言
事
象
分
布
地
図
』
桜
楓
社

岡
田
一
祐
（
二
〇
一
二
）﹁『
潮
来
婦
志
』
の
資
料
性
﹂

『
語
文
論
叢
』
二
七

金
沢
直
人
（
一
九
八
四
）﹁
茨
城
県
の
方
言
﹂『
講
座

方
言
学
五
』
国
書
刊
行
会

金
田
一
春
彦
（
一
九
五
五
／
一
九
八
三
）﹁
関
東
人

の
言
葉
﹂『
日
本
語
セ
ミ
ナ
ー
四
　
方
言
の
世

界
』
筑
摩
書
房

金
田
一
春
彦
（
一
九
八
一
）﹁
関
東
・
甲
信
越
地
方

方
言
の
特
徴
﹂『
全
国
方
言
資
料
二
』
日
本
放

送
出
版
協
会

坂
梨
隆
三
（
一
九
九
五
／
二
〇
〇
六
）﹁
打
消
の
助

動
詞
﹁
な
い
﹂
の
発
達
﹂『
近
世
語
法
研
究
』

武
蔵
野
書
院


