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豆
諸
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

｜
｜
「
奴
詞
」
を
中
心
に
し
て
｜
｜
｜

池

禰

良B

田

世
の
中
が
大
き
く
交
替
し
て
い
く
時
に
は
、
特
殊
な
階
級
が
際
立
っ
て
目
に
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
目
前
に
み
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
の

終
結
後
の
数
年
間
、
荒
廃
し
た
都
会
の
駅
前
広
場
に
集
ま
り
散
じ
た
人
々
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
戦
後
の
、
虚
脱
し
た
、
価
値
の
転
倒
し
た
時
代
、
と

い
う
よ
り
も
、
価
値
観
の
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
で
、
変
っ
た
も
の
が
い
い
と
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
前
髪
を
た
て
、
原
色
の
ア
ロ
ハ
の
シ
ャ
ツ
を
身

に
着
け
、
色
眼
鏡
を
か
け
、
細
身
の
下
駄
に
赤
い
鼻
緒
を
す
げ
て
履
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
、
刺
激
的
で
、
ざ
っ
く
ば
ら
ん
な
身
の
と
り
な
り
や
服
装
が
、
よ

し
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
特
攻
く
ず
れ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
復
員
軍
人
、

遂
に
学
園
生
活
の
中

工
場
そ
の
他
に
動
員
さ
れ
て
少
年
時
代
を
学
圏
外
で
過
し
、

に
完
全
に
復
帰
し
そ
び
れ
て
し
ま
っ
た
学
生
生
徒
く
ず
れ
、
さ
ら
に
は
闇
屋
と
呼
ば
れ
た
物
資
運
搬
の
経
済
事
犯
の
群
れ
、
等
々
、
必
ず
し
も
心
底
か
ら
の
犯

罪
者
、
法
外
者
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
す
れ
す
れ
の
処
に
い
て
、
世
俗
の
旧
道
徳
に
反
接
し
て
い
た
連
衆
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
れ
ら
の
人
々
は
、
特
殊
な
一
つ
の
階
級
を
際
立
た
せ
る
以
前
に
、
案
外
に
早
く
、
他
の
階
級
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
ま
ま
、
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法
外
者
の
群
れ
に
転
落
し
て
い
っ
た
か
、
ど
う
に
か
普
通
人
の
生
活
の
中
に
立
ち
戻
っ
た
か
し
て
、一
つ
の
階
級
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
形
成
す
る
だ
け

の
時
間
を
、
集
団
と
し
て
の
感
情
、
生
活
の
気
分
を
持
ち
続
け
な
い
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
の
階
級
と
の
完
全
な
絶
縁
に
到
ら
ぬ
中
に
、
特
殊
な
階

級
方
言
さ
え
樹
立
せ
ず
に
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
階
級
の
残
津
と
い
っ
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
法
外
者
の
隠
語
の
中
に
、
若
干
の
語
を
留
め

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
過
去
の
時
代
に
、
く
っ
き
り
と
し
た
一
つ
の
、
そ
れ
に
似
た
階
級
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
奴
」
と
言
わ
れ
た
階
級

で
あ
る
。

近
世
の
奴
は
、
や
つ
乙
で
あ
っ
て
、
乙
れ
は
、
や
つ
こ
と
呼
ば
れ
た
、
賎
民
・
奴
隷
の
階
級
に
属
す
る
古
代
の
も
の
と
は
、
直
接
の
連
絡
は
な
い
。
奴
と
呼

ば
れ
る
階
級
に
所
属
す
る
人
々
が
、
そ
う
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
、
古
代
の
や
つ
こ
と
は
連
絡
の
な
い
、
別
の
手
順
の
経
過
が
辿
ら
れ
る

と
思
う
。

お
そ
ら
く
、
武
家
階
級
の
中
の
低
い
階
層
の
者
達
の
結
っ
た
あ
る
髪
形
が
印
象
的
で
、
そ
の
形
に
結
っ
た
髪
を
や
っ
乙
と
言
っ
た
の
が
、
近
世
の
奴
と
い
う-249 ー

語
の
出
発
点
で
あ
ろ
う
。
馬
の
口
取
り
と
か
、
馬
廻
り
の
者
の
、
派
手
な
恰
好
を
好
ん
だ
者
達
が
、
そ
う
い
う
髪
に
結
い
上
げ
、
そ
の
髪
の
形
に
よ
っ
て
、
あ

る
位
置
に
い
る
者
で
あ
る
こ
と
が
見
た
目
に
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
階
級
形
成
の
素
地
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
風
采
の
、
派
手
で
伊
達

な
風
が
、
モ
ダ
l

ン
で
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
刺
激
に
富
ん
で
い
た
と
乙
ろ
か
ら
、
そ
う
い
う
髪
の
形
に
結
う
者
が
増
え
、
ま
す
ま
す
世
間
に
そ
の
人
々
が
自
に
つ
く

よ
う
に
な
り
、
や
が
て
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
や
つ
こ
と
呼
び
な
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ぷ
り

だ
か
ら
、
や
つ
こ
と
言
わ
れ
る
階
級
に
所
属
し
た
者
は
、
髪
の
形
を
始
め
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
か
ぷ
き
風
」
と
言
わ
れ
る
外
見
上
の
特
徴
を
示
し
た
。
寛

閲
・
六
方
・
丹
前
な
ど
と
言
わ
れ
る
の
に
は
多
少
中
心
に
少
し
ず
つ
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
を
か
ぶ
き
風
と
言
う
時
に
は
、
ゃ
っ
こ
の
、
具
体
的

な
特
徴
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
外
見
上
の
特
徴
を
も
っ
た
階
級
の
人
々
の
、
生
活
の
気
分
や
零
囲
気
を
加
え
て
「
か
ぷ
き
風
」
を
抽
象

的
に
言
っ
た
時
に
は
「
ゃ
っ
こ
風
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
。

近
世
の
「
奴
」
と
い
う
階
級
は
、
元
和
僅
武
の
後
、
さ
ら
に
百
年
を
経
て
、
前
代
の
遺
風
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
と
の
「
や
つ
乙
風
」
「
か
ぶ
き
風
」
を
、



放
蕩
無
頼
・
ご
ろ
つ
き
の
徒
が
模
倣
し
て
、
自
然
に
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
階
級
で
あ
る
。
政
治
力
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
き
ら
ず
に
残
っ
て
い
た
、
乱
世
の
遺
風

を
、
平
安
な
社
会
に
お
け
る
ア
ウ
ト
・
ロ
ウ
が
継
承
し
て
、
世
間
を
の
し
歩
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
奴
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
の
出
身
者
が
あ
っ
た
。
町
人
階
級
か
ら
は
み
出
し
て
こ
の
階
級
に
投
じ
た
も
の
が
町
奴
で
あ
り
、
武
家
の
階
級
か
ら

の
あ
ぶ
れ
者
は
、
江
戸
で
は
将
軍
の
お
膝
元
の
、
旗
本
衆
の
奴
だ
っ
た
の
が
旗
本
奴
と
呼
ば
れ
た
。
京
に
は
京
で
公
家
奴
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
仔
細
に
見

れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
っ
た
が
、
要
す
る
に
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ッ
ク
な
生
活
様
式
を
一
つ
に
し
て
い
た
か
ら
、
こ
と
ば
は
共
通
し
て
い
た
。
乙
れ
が
「
奴

詞
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

奴
詞
は
、
お
よ
そ
元
禄
を
中
心
と
し
て
流
行
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
も
、
乙
の
系
統
の
こ
と
ば
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
種
々
な
る
階
級
に
し

み
こ
ん
で
い
っ
て
い
る
。
こ
と
に
奴
詞
は
、
江
戸
の
町
を
本
場
と
し
て
栄
え
た
た
め
に
、
自
然
に
、
標
準
語
に
併
行
し
て
い
る
こ
と
ば
と
い
う
よ
う
な
、
取
り

扱
い
を
受
け
て
来
た
。
初
め
は
、
誰
も
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
品
位
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
判
断
は
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ば
が
ご
ろ
つ
き
の
こ

と
ば
で
あ
り
、
あ
る
い
は
無
頼
漢
の
郷
土
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
し
て
、
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
時
の
経
過
に
つ
れ
て
、
そ
の
中
の
あ
る
も
の-250 ー

一
方
で
は
、
そ
の
一
部
は
次
第
に
標
準
語
の
中
に
割
り
こ
ん
で
行
き
、
い
つ
か
、
そ
う
し
た
出
身
の
語
で
あ
る
乙
と
が

忘
れ
ら
れ
て
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
健
全
な
社
会
の
人
々
の
こ
と
ば
に
昇
格
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
わ
れ
わ
れ
が
、
ご
く
普
通
の
こ
と
ば
と
し
て
、
ほ
と

ん
ど
何
の
反
省
も
な
し
に
、
抵
抗
も
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
乙
と
ば
の
中
に
、
徳
川
の
初
期
に
お
い
て
は
軽
蔑
さ
れ
、
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
た
奴
詞
が
、
案
外
に

は
低
級
な
も
の
と
し
て
固
定
し
た
が
、

ま
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
標
準
語
化
し
て
い
く
道
程
に
は
、
演
劇
や
文
学
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
も
し
、
仔
細
に
そ
の
跡
を
辿
る
と

し
た
ら
、
歌
舞
伎
の
舞
台
に
お
け
る
初
期
の
台
詞
な
ど
の
中
に
、
多
く
の
奴
詞
が
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

奴
詞
の
考
案
と
い
っ
て
も
、
相
当
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
乙
乙
で
は
、
そ
の
奴
詞
が
、
ふ
ん
だ
ん
に
、
集
中
的
に
使
わ
れ
て
い
る
「
奴
俳
譜
」



を
取
り
上
げ
て
み
る
。

こ
こ
に
「
奴
俳
譜
」
と
い
う
の
は
、
寛
文
七
年
正
月
の
刊
記
の
あ
る
本
で
、
萩
原
羅
月
氏
が
「
貝
お
ほ
ひ
」
と
併
せ
て
活
字
本
に
し
て
刊
行
さ
れ
た
、
旧
帝

大
国
文
学
研
究
室
蔵
本
で
あ
る
。

題
愈
に
、
ゑ
い
り
、
清
十
郎
つ
い
ぜ
ん
、
ゃ
っ
こ
は
い
か
い
、
と
あ
る
も
の
で
、
可
徳
の
独
吟
百
韻
一
巻
に
、
定
興
と
い
う
人
の
判
が
加
え
て
あ
る
も
の
で

あ
る
。
可
徳
の
伝
は
わ
か
ら
な
い
が
、
寛
文
七
年
と
言
え
ば
、

貞
門
の
俳
譜
の
全
盛
期
で
、
宗
因
が
「
さ
れ
ば
こ
こ
に
談
林
の
木
あ
り
」
と
発
句
を
も
の
し

て
、
貞
門
門
流
の
眠
り
を
さ
ま
し
た
延
宝
元
年
よ
り
、
六
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
貞
門
の
俳
譜
は
、
「
俳
言
」
と
い
う
乙
と
を
喧
し
く
言
い
、
後
に
宗
因
一
派

の
俳
譜
を
罵
倒
し
に
難
書
に
は
、
談
林
の
句
を
「
無
俳
号
一
口
」
と
し
て
斥
け
て
い
る
判
が
頻
り
に
み
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
態
度
に
よ
る
句
作
だ
か
ら
、
奴
俳
譜
だ

か
ら
、
そ
れ
を
奴
俳
譜
た
ら
し
め
る
た
め
に
、
俳
言
の
代
り
に
奴
詞
が
必
ず
い
れ
て
あ
る
。
そ
れ
が
、
奴
詞
蒐
集
の
た
め
に
は
便
利
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

百
韻
の
各
句
に
、
た
だ
奴
詞
が
入
れ
て
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
内
容
が
や
っ
こ
風
だ
と
し
て
誇
り
う
る
も
の
は
案
外
少
な
い
。

な
ど
と
い
う
の
は
、
「
星
の
お
や
ぢ
」
が
奴
詞
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
月
を
そ
う
言
っ
た
と
い
う
だ
け
の
語
が
、
た
だ
挿
入
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の

F
h
d
 

っ
“

短
夜
に
星
の
お
や
ぢ
の
月
澄
み
て

だ
が
、
逆
に
、
そ
れ
だ
か
ら
、
奴
詞
と
し
て
の
「
星
の
お
や
じ
」
と
い
う
語
が
拾
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。

乙
こ
か
し
乙
地
癌
の
雪
の
消
え
や
ら
ず

な
ど
も
、
山
の
こ
と
を
地
癌
（
地
面
の
こ
ぶ
）
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で

一
向
に
、
一
句
は
や
っ
こ
風
で
も
な
く
、
面
白
く
も
な
ん
と
も
な
い
。
何
の
伝
え
が

最
初
か
知
ら
ぬ
が
、
豊
臣
秀
吉
の
句
だ
と
い
う
、

地
癌
か
ら
星
の
お
や
ぢ
が
つ
ん
の
ぼ
り

な
ど
の
方
が
、
秀
吉
の
頃
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
秀
吉
に
仮
託
し
た
処
に
、
秀
吉
の
性
格
や
素
性
へ
の
認
識
を
示
し
て
い
て
、
ず
っ
と
面
白
い
。

「
こ
こ
か
し
こ
」
の
句
に
対
す
る
定
興
の
判
の
こ
と
ば
の
中
に
は
、

六
方
者
の
自
に
は
、
提
灯
を
「
火
事
の
卵
」
と
見
、
月
を
「
星
の
お
や
ぢ
」
と
見
て
、
山
を
「
地
癌
」
と
な
ん
：
：
：



と
あ
っ
て
、
六
方
者
（
す
な
わ
ち
奴
）
の
乙
と
ば
が
蒐
集
で
き
る
。

一
句
の
中
の
語
で
、
そ
れ
を
奴
詞
と
み
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
語
を
拾
っ
て
み
る
と
、

以
下
、

佐
保
姫
に
い
か
な
る
や
っ
か
く
ど
く
ら
ん

山
山
ゃ
め
っ
た
や
た
ら
に
震
む
ら
ん

生
み
お
と
す
子
の
て
て
の
か
は
ゆ
さ

ほ
ほ
う
で
っ
か
い
園
の
や
り
梅

あ
ち
ら
乙
ち
ら
を
す
る
は
ど
ろ
ぼ
う

あ
た
ふ
た
と
し
も
解
き
し
ふ
ん
ど
し

世
を
う
っ
ち
ゃ
り
し
袖
の
哀
れ
さ

そ
首
を
ひ
ね
り
小
う
た
よ
む
秋

-252-

め
っ
た
や
た
ら
は
「
め
っ
た
や
た
ら
に
し
散
ら
し
は
べ
る
」
な
ど
と
判
の
こ
と
ば
に
も
あ
る
。
そ
れ
に
あ
た
ふ
た
な
ど
は
、
今
日
で
は
も
は
や
、
何
等
、
軽

蔑
す
べ
き
階
級
の
乙
と
ば
な
ど
で
は
な
い
。
引
引
・
対
百
（
父
）
・
ど
ろ
ぼ
う
な
ど
も
奴
詞
だ
っ
た
乙
と
は
む
し
ろ
意
外
だ
。
う
っ
ち
引
例
－

E
引
問
凶
、
今

も
相
撲
の
用
語
に
残
っ
て
い
る
し
、
う
っ
ち
ゃ
り
拾
い
と
言
え
ば
紙
屑
買
い
の
こ
と
で
あ
る
。

で
っ
か
い
と
い
う
語
な
ど
は
、
今
で
も
ま
だ
俗
語
的
語
感
が
あ
る
が
、
例
の
「
予
科
練
の
歌
」
で
「
で
っ
か
い
希
望
の
雲
が
湧
く
」
と
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ

げ
し
よ
う

C
え

を
み
る
と
、
す
で
に
軽
蔑
す
べ
き
出
身
の
語
だ
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
い
よ
う
。
歌
舞
伎
芝
居
で
の
化
粧
声
（
た
と
え
ば
車
引
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
役

大
部
屋
連
が
座
頭
の
身
振
り
に
讃
美
の
声
援
を
送
る
か
け
声
）
は
、
「
で
つ
け
え
」
と
か
け
る
。
奴
詞
が

は
い
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
歌
舞
伎
者
が
や
っ
乙
で
あ
っ
た
歴
史
に
関
連
し
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
筑
波
山
地
方
の
民
謡
に
、

の
敵
味
方
な
ど
に
関
係
な
く
、
役
者
に
か
え
っ
て
、

筑
波
山
つ
く
ば
っ
て
さ
え
で
っ
か
い
な
。
立
っ
た
ら
雲
を
っ
き
ぬ
く
だ
ん
ぺ
い
。

と
い
う
の
が
あ
る
。
似
た
形
の
も
の
が
、
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
「
古
き
歌
に
」
と
し
て
記
し
て
あ
る
。



つ
く
ば
山
つ
く
ぼ
っ
て
さ
え
で
っ
か
い
に
、
つ
っ
た
っ
た
ら
な
お
、
で
っ
か
か
る
べ
い
。

関
東
ぺ
い
と
言
わ
れ
た
ぺ
い
と
、
併
用
し
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
み
て
も
、
で
っ
か
い
の
故
郷
が
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
か
に
も
奴
詞
ら
し
い
語
に
は
、
語
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
の
と
、
他
語
を
流
用
し
て
、
表
現
を
オ
ー
バ
ー
に
し
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。

隆
達
と
い
ふ
づ
く
に
う
が
は
や
り
出
し

月
見
と
て
寄
り
集
り
て
ね
ぢ
り
ひ
げ

ふ
ら
ふ
ら
と
市
の
か
り
や
を
の
め
り
出
で

月
く
ら
き
国
に
の
め
り
を
か
へ
す
袖

太
鼓
を
し
の
と
ろ
に
打
っ
て
う
ち
ぬ
め
り

五
位
鷺
は
刈
田
に
ば
た
ら
と
び
お
り
て

ひ
っ
か
ら
と
照
る
月
を
待
つ
折
に
ふ
れ
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お
ぞ
や
か
な
八
重
九
重
の
花
の
ば
ん

思
ひ
き
れ
と
す
っ
ぱ
ら
ぬ
く
は
せ
ん
万

ち
ょ
い
ち
ょ
い
や
花
の
よ
う
な
る
茶
屋
の
か
か

く
わ
ん
わ
っ
と
ひ
ら
け
や
ひ
ら
け
庭
の
花

乙
ぼ
る
る
な
だ
の
雨
と
ふ
る
塚

の
め
り
と
か
ぬ
め
り
と
か
は
、
江
戸
の
少
し
前
ぐ
ら
い
か
ら
は
や
り
出
し
て
い
る
語
で
、
の
ら
く
ら
し
て
暮
し
て
い
る
乙
と
。
い
か
に
も
無
頼
の
感
じ
が
あ

る
。
お
ぞ
や
か
な
は
判
の
こ
と
ば
に
「
お
そ
ろ
し
や
と
い
う
こ
と
か
」
と
あ
る
。
ち
ょ
い
ち
ょ
い
は
芝
居
で
発
す
る
見
物
人
の
ほ
め
詞
（
物
を
見
、
声
を
聞
い

て
感
じ
て
ほ
む
る
に
昔
は
ち
ょ
い
ち
ょ
い
と
い
へ
り
（
嬉
遊
笑
覧
）
）
で
、
近
代
な
ら
、
チ
ェ
ス
ト
と
で
も
い
う
の
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
寛
閲
が
、
奴
詞
と
し

て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
し
、
な
だ
は
、
な
み
だ
、
な
ん
だ
が
な
だ
と
な
っ
た
語
で
、
乙
れ
な
ど
も
奴
調
と
し
て
は
古
い
。



名
残
り
惜
し
い
と
ほ
ざ
く
た
は
れ
女

夜
一
夜
ほ
え
た
松
虫
の
声

松
虫
が
鳴
く
の
を
ほ
え
る
と
い
う
の
も
オ
ー
バ
ー
な
は
な
し
だ
が
、
前
に
も
あ
げ
た
よ
う
に
、
時
鳥
も
「
ち
ほ
ゆ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
奴
俳
譜
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
無
頼
漢
の
こ
と
ば
が
、
標
準
語
に
な
る
前
の
、
階
級
的
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
の
印
象
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
時
分
に
、

そ
の
荒
い
、
乱
暴
な
感
覚
を
利
用
し
て
作
っ
て
い
る
わ
け
で
、
ゃ
っ
乙
風
と
し
て
成
功
し
て
い
る
も
の
も
散
見
す
る
。

三
味
線
の
べ
ん
ベ
れ
つ
く
の
音
聞
き
て

ば
ち
の
音
を
、
荒
っ
ぽ
く
べ
ん
べ
れ
つ
く
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
い
か
に
も
奴
詞
ら
し
い
。

草
花
ゃ
い
け
て
血
目
玉
な
ぐ
さ
ま
ん

血
と
い
う
字
が
あ
て
で
あ
る
が
、
漢
字
の
意
味
に
は
関
係
あ
る
ま
い
。
ち
と
い
う
接
頭
語
は
ほ
か
に
も
多
い
が
、
い
か
に
も
荒
っ
ぽ
い
連
衆
の
気
持
ち
が
で
て

う
っ
ぽ
り
と
様
を
待
ち
ぬ
る
夕
暮
れ
に
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い
る
。
次
の
は
四
句
続
い
て
、

心
は
ひ
ょ
ろ
ら
ひ
よ
ん
と
う
か
れ
女

海
草
を
拾
ふ
小
舟
に
ぷ
ん
乗
り
て

ま
か
せ
て
お
け
と
出
づ
る
伊
勢
う
ら

乙
の
続
き
は
、
判
に
、
ま
か
せ
て
お
け
と
言
ふ
五
も
じ
前
へ
も
た
れ
候
、
と
あ
る
が
、
し
か
し
な
か
な
か
奴
俳
譜
ら
し
い
付
け
合
い
で
あ
る
。

発
句
の

若
竹
だ
世
に
は
や
り
歌
や
清
十
郎
ぷ
し



の
判
の
こ
と
ば
を
例
と
し
て
あ
げ
て
み
る
と
、

鬼
の
ち
目
玉
に
も
涙
と
は
よ
く
言
っ
た
も
さ
。
ゃ
っ
乙
の
口
で
、
や
さ
し
く
も
俳
譜
を
、
清
十
郎
が
年
も
若
竹
の
世
の
歌
の
節
に
一
言
ひ
か
け
、
彼
が
妻
夫

が
い
に
お
も
し
ろ
う
、
い
け
肝
に
ひ
っ
ち
み
て
、
棒
を
二
本
ひ
ん
な
ぐ
り
申
し

の
な
れ
の
は
て
を
、

た
。

事
あ
は
れ
に
も
と
ぷ
ら
ふ
百
韻
の
巻
が
し
ら
を
、

右
の
判
の
こ
と
ば
の
中
に
あ
る
奴
詞
の
中
、
も
さ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

ち
目
玉
は
前
に
言
っ
た
が
、
ほ
か
に
、
ち
腰
・
ち
ほ
ゆ
る
な
ど
が
あ
る
。

君
思
う
時
は
血
腰
も
ぬ
け
果
て
て

（
判
詞
）
時
鳥
ち
ほ
ゆ
る
か
た
：
：
・

が
い
に
は
む
や
み
に
と
い
う
と
と
で
、
標
準
語
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
今
、
広
く
方
言
に
残
っ
て
い
て
、
が
い
に
、
が
い
な
こ
と
、
な
ど
が
採
集
さ
れ
て

い
る
。
乙
の
奴
俳
譜
に
は
、
が
い
な
も
あ
る
。

尊
い
神
の
が
い
な
氏
子
等
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ひ
っ
ち
み
て
・
ひ
ん
な
ぐ
り
と
い
う
よ
う
な
、
接
頭
語
は
実
に
多
い
。
そ
し
て
、
二
三
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
促
音
と
接
音
と
で
あ
る
。

右
に
い
け
肝
が
あ
っ
た
が
、

Aー
も
こ
れ
は
東
京
語
に
多
く
残
っ
て
い
る
。
い
け
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
・
い
け
好
か
な
い
・
い
け
ぞ
ん
ざ
い
・
い
け
ず
う
ず

う
し
い
。

ど
う

ど
う
腹
・
ど
う
な
か
。

国
名
望
む
夏
の
ど
う
な
か
。

夏
の
ど
う
な
か
と
は
定
め
て
夏
の
最
中
と
い
う
こ
と
だ
ん
ぺ
い
な
。
：
：
：

あ
と
は
、
促
音
、
接
音
を
利
用
し
た
も
の
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

所
の
名
ど
も
か
つ
つ
き
て



丸
点
を
か
ん
な
ぐ
る
・
千
鳥
か
ん
鳴
く

若
き
と
き
は
飯
鉢
と
も
に
ぐ
ん
飲
み
申
し
た

？
レ
ゃ
っ

雨
の
祈
り
を
し
た
る
し
ゃ
っ
面

つ
つ

秋
の
畿
の
ゑ
ら
つ
っ
と
べ
り
・
つ
つ
立
つ
春
の
四
方
の
装
ひ
・
つ
つ
栄
ふ
代

と｜ヱ1
露
の
つ
ん
も
る
草
の
戸
・
跡
に
つ
ん
残
れ

学
文
を
身
に
と
っ
ち
め
て
す
る
比
に
・
と
っ
と
と
沖
に
の
っ
ち
め
た
舟

右
の
例
。

ひ
っ
か
き
つ
づ
る
・
ひ
っ
ち
み
て
・
ひ
っ
つ
み
て
・
ひ
っ
契
る
・
ひ
っ
か
け
ら
れ

ひ
ん
な
す
っ
て
・
ひ
ん
な
ぐ
り

-256 ー

~＼ 
ぷ
っ
切
れ
る
万
の
鍛
冶
の
参
内
に

ふ
ん
ま
き

右
の
ふ
ん
は
あ
る
い
は
ぷ
ん
か
も
し
れ
ぬ
が
、
ほ
か
に
ぶ
ん
は
四
例
あ
っ
て
、
す
べ
て
、
申
し
合
せ
た
よ
う
に
、
長
句
の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
。

傾
城
に
ぷ
ん
向
ひ
居
て
も
の
が
た
り

塩
汲
み
の
桶
に
も
月
を
ぷ
ん
の
ぼ
せ

夜
を
乙
め
て
ぷ
ん
出
る
旅
の
宿
の
内

海
草
を
拾
ふ
小
舟
に
ぷ
ん
乗
り
て

接
頭
語
の
多
種
多
様
に
比
べ
て
、
接
尾
語
の
方
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
紋
述
語
の
形
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
用
例
が
で
て

来
る
。
そ
の
中
、
だ
・
で
す
・
な
い
な
ど
に
つ
い
て
は
別
に
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
ま
ず
自
に
つ
く
の
は
、
ち
ゃ
で
あ
る
。

ひ
ん
な
す
っ
て
お
く
り
ゃ
れ
ち
ゃ
。



少
し
ば
ほ
の
じ
で
点
を
か
け
た
ち
ゃ
。

柳
が
蔭
は
日
も
さ
ら
ぬ
っ
ち
ゃ
。

つ
け
は
な
れ
な
い
句
の
し
た
だ
ち
ゃ
。

も
う
一
つ
、
例
の
多
い
の
は

春
風
も
ま
だ
寒
っ
こ
き
里

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ー
ー
ー
に
や

男
伊
達
の
ぬ
る
つ
乙
く
似
合
い
申
さ
ね
ど
も
。

あ
つ
も
り
の
心
の
内
の
む
し
つ
乙
さ

飲
む
に
す
っ
乙
き
こ
の
に
ご
り
酒

ひ
や
っ
乙
き
水
に
て
耳
や
洗
ふ
ら
ん
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と
一
吉
守
つ
言
い
方
で
あ
る
。
ひ
や
っ
こ
い
な
ど
は
、
今
で
も
東
京
語
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
命
令
の
語
尾
ろ
が
、
歴
然
た
る
奴
詞
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
。

六
条
の
宿
の
戸
あ
け
ろ
こ
と
あ
け
ろ

と
く
と
吟
味
な
さ
ろ

以
上
の
ほ
か
に
、
奴
詞
に
は
、
以
外
に
田
舎
詞
が
多
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
奴
と
言
わ
れ
た
階
級
の
者
が
郷
土
か
ら
持
ち
こ
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

端
居
に
ね
ま
り
飲
む
は
大
酒

長
唄
「
越
後
獅
子
」
で
、
ね
ま
り
ね
ま
ら
ず
待
ち
あ
か
す
、
と
歌
わ
れ
、
有
名
な
こ
と
ば
で
あ
り
、
芭
蕉
の
俳
句
に
も
、

涼
し
さ
を
わ
が
宿
に
し
て
ね
ま
る
な
り

と
あ
る
。
今
も
方
言
で
は
有
力
だ
が
、
奴
詞
だ
っ
た
こ
と
は
、
乙
の
例
で
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
田
舎
詞
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
ん
ち
ゅ
う
乙
と
か
。
暦
の
よ
う
に
書
き
な
さ
れ
た
も
さ
。



あ
ん
と
し
て
も
物
が
ひ
っ
か
け
ら
れ
申
す
ま
い
。

あ
ん
で
も
た
も
ら
な
い
で
少
し
は
お
ご
り
だ
。

春
雨
と
、
あ
ぜ
ほ
ざ
か
な
い
。

さ
ら
に
べ
い
到
っ
て
は
、
は
な
は
だ
多
い
。

豆
腐
売
る
べ
い
見
せ
を
出
す
袖

参
宮
を
い
ざ
す
べ
い
と
や
い
さ
む
ら
ん

あ
と
は
判
の
こ
と
ば
に
、
よ
か
ん
ぺ
い
・
あ
る
べ
い
・
あ
ん
ぺ
い
・
だ
ん
ぺ
い
・
ご
ざ
ん
ぺ
い
な
ど
が
あ
る
。
州
州
は
一
時
は
こ
の
よ
う
に
奴
詞
と
し
て
栄

え
た
が
、
今
は
方
言
に
定
着
し
て
い
る
。
江
戸
周
辺
の
田
舎
詞
で
、
そ
の
あ
た
り
の
出
身
の
下
僕
の
こ
と
ば
だ
っ
た
よ
う
だ
。

四
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前
に
あ
げ
た
判
の
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
別
の
語
の
用
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
の
な
か
に
散
見
し
て
い
る
も
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
世
間
で
「
も
さ
詞
」

と
言
わ
れ
た
ほ
ど
、
耳
に
つ
い
た
語
だ
が
、
こ
れ
で
み
る
と
、
は
っ
き
り
と
、
奴
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
ょ
い
ち
ょ
い
や
花
の
よ
う
な
る
茶
屋
の
か
か

震
む
祇
園
の
恋
し
い
ぞ
も
さ

こ
の
も
さ
の
使
い
方
が
本
格
の
使
い
方
な
の
だ
が
、
当
時
の
こ
と
ば
と
し
て
は
、
間
違
う
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
文
章
が
か
つ
て
来
る
と
、
文
語
文
意
識
に

影
響
さ
れ
て
、
形
が
変
っ
て
来
て
し
ま
う
。

六
条
の
宿
の
戸
あ
け
ろ
乙
乙
あ
け
ろ

河
原
の
院
を
わ
ず
か
見
も
う
さ

と
れ
な
ど
、
見
る
も
さ
と
い
う
の
が
本
格
な
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
文
学
語
の
感
じ
が
は
い
っ
て
、
乙
ん
な
風
に
変
化
し
て
来
て
し
ま
う
の
だ
。
定
興
の
書
い



た
判
の
乙
と
ば
に
も
、
多
く
で
て
来
る
が
、
次
の
例
な
ど
は
、
散
文
の
例
だ
が
、
使
い
方
は
よ
く
わ
か
る
と
思
う
。

あ
ん
ち
ゅ
う
こ
と
か
、
暦
の
よ
う
に
書
き
な
さ
れ
た
も
さ
。

み
よ
し
の
の
地
癌
震
み
て
今
朝
は
見
た
も
さ
。

な
お
さ
ら
返
し
の
歌
は
、
柴
垣
の
結
ひ
足
ら
な
い
こ
と
だ
も
さ
。

源
の
代
は
つ
つ
栄
ふ
花
の
春
と
し
た
い
も
さ
。

こ
の
も
さ
に
つ
い
て
は
、
『
歌
舞
伎
年
代
記
」
に
、
中
村
停
九
郎
の
朝
日
奈
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
俸
九
郎
が
朝
日
奈
を
演
ず
る
に
つ
い
て
、ろ

い
ろ
と
工
夫
を
し
て
い
た
。
こ
と
に
そ
の
台
詞
に
つ
い
て
、
朝
日
奈
に
特
色
の
あ
る
こ
と
ば
を
使
わ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
上
方
の
こ
と
ば
で
は
似
合
わ
な

い
だ
ろ
う
か
ら
「
関
東
べ
い
」
の
中
に
、
お
か
し
い
言
い
よ
う
が
あ
る
だ
ろ
う
と
注
意
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
田
舎
の
山
出
し
の
乳
母
を
置
い
て
い
た
が
、

そ
の
乳
毎
が
ま
だ
な
れ
ぬ
た
め
に
、
田
舎
詞
ま
る
だ
し
で
、
ち
ょ
っ
と
言
う
の
に
も
、

そ
れ
て
っ
ぽ
う
が
、
あ
あ
ぺ
い
と
ぎ
ゃ
あ
る
に
よ
っ
て
、
早
く
の
た
く
り
、
つ
ん
で
る
乙
ん
だ
あ
。
性
は
り
な
子
だ
あ
も
さ
あ
。
言
う
乙
と
を
お
聞
き
ゃ
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り
も
う
さ
ね
え
と
、
ち
い
ち
い
に
か
ま
せ
る
よ

な
ど
と
言
う
の
を
聞
い
て
、
乙
れ
こ
そ
朝
日
奈
の
乙
と
ば
に
は
も
っ
て
来
い
だ
と
言
う
わ
け
で
、
乙
の
田
舎
詞
を
と
り
い
れ
て
、
乙
れ
を
ま
ね
て
、
荒
ど
と
を

し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
乙
の
記
事
は
年
代
記
の
元
禄
元
年
の
と
乙
ろ
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
奴
俳
譜
の
寛
文
七
年
よ
り
、
二
十
年
経
っ
て
い
る
乙
と
に
な

り
、
お
よ
そ
の
年
代
は
わ
か
る
。

中
村
停
九
郎
と
い
う
人
は
、
江
戸
役
者
の
開
山
と
言
わ
れ
た
人
だ
が
、
大
体
乙
れ
で
、
劃
剖
の
出
所
も
想
像
で
き
る
。
つ
ま
り
、
歌
舞
伎
の
世
界
の
起
原
説

明
な
ど
は
、
真
実
性
が
稀
薄
だ
が
、
乙
の
話
の
通
り
で
は
な
く
て
も
、
こ
の
話
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
さ
が
奴
詞
で
あ
る
と
い
う
乙
と
の
ほ
か
に
、
奴
と

言
わ
れ
た
当
時
の
寛
関
な
、
近
代
的
な
モ
ダ
l

ン
な
連
衆
の
こ
と
ば
の
出
所
、
あ
る
い
は
彼
等
自
身
の
郷
土
ま
で
も
思
わ
せ
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
う

考
え
さ
せ
る
点
で
、
右
の
年
代
記
の
記
事
は
大
事
で
あ
る
。

『
燕
石
雑
誌
』
の
著
者
も
、
も
さ
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
鹿
島
お
ど
り
の
は
や
し
に
、
制
劃
が
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
す
で
に
こ
れ
に
は
、
合
理
的
な
解



釈
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鹿
島
お
ど
り
と
い
う
も
の
に
、
お
や
も
さ
お
や
も
さ
と
は
や
す
、
そ
の
も
さ
は
「
猛
者
」
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
だ
。

昔
、
人
の
心
、
猛
き
を
旨
と
し
た
る
時
に
、
作
り
出
せ
し
ひ
な
ぷ
り
な
ら
ん
。

と
説
き
、
猛
者
と
い
う
漢
音
か
ら
出
た
こ
と
ば
だ
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
歌
舞
伎
の
役
者
が
朝
日
奈
を
や
る
時
に
、
そ
の
名
の
り
に
、

和
田
が
三
男
、
小
林
の
朝
日
奈
だ
も
さ
。

と
言
う
の
も
、
猛
者
の
こ
と
で
、
朝
日
奈
と
い
う
た
け
き
者
だ
と
い
う
、
自
負
の
こ
と
ば
だ
と
説
い
て
い
る
。
歌
舞
伎
で
は
、
朝
日
奈
は
、
和
田
と
巴
御
前
と

の
に
間
で
き
た
勇
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
猛
者
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
も
さ
猛
者
説
は
、
も
ち
ろ
ん
と
る
に
た
り
な
い
。
あ
る
い
は
前
に
ひ
い
た

奴
俳
譜
の
「
見
も
う
さ
」
と
い
う
よ
う
な
発
音
が
あ
っ
た
た
め
に
、
余
計
、
猛
者
説
を
、
う
な
ず
き
易
い
も
の
に
し
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
『
嬉
遊
笑
覧
』
の
引

用
に
よ
る
と
、
『
塩
嚢
抄
』
の
中
に
「
坂
東
ま
う
さ
」
と
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
、
も
う
さ
と
い
う
風
な
発
音
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
奴
俳
譜
以
外
の
資

料
に
も
あ
る
わ
け
だ
。
坂
東
ま
う
さ
と
あ
る
以
上
は
、
関
東
こ
と
ば
特
有
の
表
情
だ
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
さ
は
も
ち
ろ
ん
猛
者
で
は
な
く
、
乙
と
ば
の
終
り
に
つ
く
、
丁
寧
な
呼
び
か
け
で
あ
ろ
う
。
そ
の
も
さ
が
、
も
し
の
一
類
と
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
も
、
紀
州
の
の
し
、
仙
台
の
な
し
、
尾
張
の
な
も
し
か
ら
出
た
な
も
、
そ
れ
ら
に
は
皆
同
じ
様
な
感
覚
が
あ
る
様
で
あ
る
。
の
ん
し
、
そ
れ
か
ら
特
に

-260-

な
ん
し
に
な
る
と
、
な
さ
い
、
く
だ
さ
れ
と
い
っ
た
、
丁
寧
な
命
令
に
な
る
が
、
な
お
乙
れ
も
、
な
も
し
で
解
け
ぬ
こ
と
は
な
い
と
思
う
。

さ
す
が
に
『
嬉
遊
笑
覧
』
は
、
も
さ
を
は
っ
き
り
と
も
し
の
意
味
に
捕
え
て
い
て
、

も
さ
は
昔
の
坂
東
乙
と
ば
な
り
。
：
：
：
こ
れ
を
猛
者
の
音
な
り
と
言
へ
る
は
、
非
な
る
べ
し
。
今
も
調
の
終
り
に
、
も
し
と
い
ふ
こ
と
を
添
へ
て
い
ふ
処

あ
り
。
も
さ
も
こ
れ
と
同
じ
。

と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
続
い
て
「
申
す
と
言
ふ
の
や
う
に
も
聞
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
さ
に
は
あ
ら
じ
」
と
推
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
も
さ
が
も
う
す
（
申

す
〉
だ
と
す
る
と
説
は
、
あ
な
が
ち
に
否
定
は
出
来
な
い
。
敬
語
に
類
似
し
て
い
る
丁
寧
法
の
、
い
た
し
ま
す
、
し
ま
す
、
な
ど
と
似
た
も
う
す
が
、
語
尾
が
曲

っ
た
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
『
笑
覧
』
の
よ
う
に
、
「
さ
に
は
あ
ら
じ
」
と
ま
で
は
一
言
弓
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
現
に
奴
俳
譜
で
も
、
み
も
う
さ

に
「
見
申
さ
」
と
い
う
字
を
あ
て
た
り
し
て
い
て
、
そ
乙
に
、
も
さ
申
し
説
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



ま
た
、
ご
ざ
ら
ぬ
、
い
た
し
ま
せ
ん
、
と
言
う
場
合
に
、
そ
れ
を
も
さ
な
い
と
言
っ
た
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
女
殺
油
地
獄
」
で
、
河
内
屋
与
兵
衛
と

曾
津
者
の
蝋
九
と
が
喧
嘩
を
す
る
と
こ
ろ
で
、
蝋
九
が
女
を
恨
ん
で
言
う
こ
と
ば
を
、
近
松
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

大
事
の
金
銀
を
、
湯
水
の
よ
う
に
川
遊
び
、
ち
ょ
が
ら
か
さ
れ
に
や
、
来
申
さ
な
い
。
そ
の
男
が
聞
く
前
で
、
昨
夕
の
ご
と
く
言
わ
な
い
け
り
ゃ
、
ど
や

ど
や
通
り
の
無
耶
無
耶
の
関
、
二
度
と
越
し
申
さ
な
い
。

こ
う
い
う
例
で
み
る
と
、
語
尾
に
使
わ
れ
て
い
る
紅
剖
と
は
性
質
が
変
っ
て
来
て
い
て
、
あ
る
い
は
近
松
の
、
上
方
の
人
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
た
誤
解
か

も
知
れ
な
い
。
近
松
は
、
人
物
の
出
身
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
乙
と
ば
で
示
そ
う
と
し
て
、
意
識
し
て
造
語
し
て
い
る
ら
し
い
乙
と
も
指
摘
さ
れ
て

一
九
五
頁
）
く
ら
い
だ
か
ら
、
浄
瑠
璃
の
人
物
の
乙
と
ば
が
、
直
ち
に
当
時
の
言
語
資
料
と
な
る
か
ど
う

い
る
（
真
下
三
郎
氏
『
遊
里
語
の
研
究
』
二
二
頁
。

か
は
、
用
心
し
て
か
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
乙
の
河
与
は
蝋
九
の
こ
と
を
、
「
ゃ
い
も
さ
め
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
も
き
こ
と
ば
を
使
う
奴
、
と
い
う
こ
と
で
、
も
さ
が
猛
者

で
な
い
こ
と
は
、
乙
れ
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
近
世
以
来
、
今
日
で
も
、
関
西
で
は
、
田
舎
出
の
ぼ
う
っ
と
し
た
者
を
だ
ま
し
て
引
っ
ぱ
り
廻
す
者
の
こ

と
を
、
も
さ
ひ
き
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
も
さ
も
同
じ
で
あ
る
。
前
田
勇
氏
の
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
「
軽
口
耳

も
さ
ひ
器

過
室
」
に
「
百
姓
引
」
と
あ
る
乙
と
が
あ
げ
で
あ
る
が
、
江
戸
で
は
、
そ
れ
か
ら
六
十
年
程
経
っ
て
開
板
に
な
っ
た
滑
稽
本
の
『
奮
観
帖
』
（
文
化
二
年
の
序
。

一
八O
五
）
に
、
「
あ
ん
な
い
者
の
こ
と
を
一
名
も
さ
引
と
い
う
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
の
方
で
は
そ
れ
が
東
京
語
の
中
に
は
残
っ
て
い
か
な
か
っ
た
よ
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う
で
あ
る
。

も
っ
さ
り
な
ど
と
い
う
大
阪
の
語
は
、
な
ん
と
な
く
む
さ
苦
し
く
、
・
野
暮
た
ら
し
く
、
お
も
く
る
し
い
乙
と
を
い
う
の
だ
が
、
も
さ
に
は
そ
う
い
う
語
感
が

あ
る
の
で
、
語
原
説
も
そ
の
方
に
傾
き
勝
ち
だ
が
、
と
に
か
く
、
殺
述
語
に
つ
く
為
に
、
自
に
つ
き
、
耳
に
つ
き
易
い
乙
と
ば
で
あ
っ
た
の
だ
。

（
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
、
古
川
ロ
ッ
パ
氏
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
「
う
ち
の
パ
パ
」
と
い
う
歌
に
、
「
う
ち
の
パ
パ
、
も
さ
り
服
、
う
ち
の
マ
て
流
行
の

服
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
た
。
も
っ
さ
り
の
系
統
の
語
で
あ
ろ
う
。
学
生
語
に
、
盗
む
こ
と
を
「
も
さ
る
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
す
り
、
高
引
、
強
盗
を
意
味

す
る
も
さ
と
い
う
隠
語
の
ラ
行
四
段
活
用
で
あ
っ
て
、
乙
の
も
さ
は
、
奴
詞
と
し
て
今
述
べ
て
来
た
も
さ
と
は
関
係
が
あ
る
ま
い
。
）



五

も
さ
の
ほ
か
に
、
奴
俳
譜
で
気
の
つ
く
奴
詞
の
中
で
、
こ
と
に
多
い
の
は
、
打
消
し
の
助
動
詞
の
な
い
で
あ
る
。

こ
の
な
い
は
、
今
は
、
行
か
な
い
、
思
わ
な
い
な
ど
と
普
通
に
使
っ
て
、
余
程
こ
と
ば
に
対
し
て
鋭
い
感
覚
を
持
っ
て
い
る
人
の
ほ
か
は
、
あ
た
り
前
の
標

準
語
だ
と
い
う
風
に
受
け
と
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
乙
の
な
い
も
奴
詞
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
嘗
時
は
、
ぬ
（
打
消
の
助
動
詞
）
と
取
り
替
え
る
乙
と
は
出
来

ぬ
程
の
、
げ
す
の
乙
と
ば
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
、
東
京
で
は
、
主
と
し
て
な
い
を
使
う
の
に
対
し
て
、
関
西
で
は
今
で
も
、
ぬ
を
ん
と
発

音
し
て
、
打
消
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
上
方
語
に
対
し
て
、
東
京
語
が
、
そ
の
本
格
に
お
い
て
、一
欝
を
輸
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

是
も
ふ
り
で
た
春
の
長
雨

春
雨
と
、
あ
ぜ
ほ
ざ
か
な
い
。
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こ
の
「
是
も
」
の
句
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
長
い
槍
を
振
る
乙
と
の
連
想
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
長
い
槍
を
振
る
で
は
な
い
が
、
降
り
出
し
た
春
の

長
雨
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
な
ん
で
、
春
雨
と
ぬ
か
さ
ぬ
の
か
」
と
、
乱
暴
に
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
す
い
た
吹
く
尺
八
や
や
め
ぬ
ら
ん

句
作
り
の
い
き
が
た
り
申
さ
な
い
。
作
り
ょ
う
が
あ
ん
ぺ
い
。

あ
ん
ぺ
い
と
一
緒
に
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
な
い
が
低
級
な
感
覚
の
語
だ
っ
た
乙
と
は
想
像
が
つ
く
。
そ
の
ほ
か
、

と
の
句
は
心
程
乙
と
ば
は
よ
わ
く
た
ら
な
い
け
れ
ど
も
。
（
原
文
は
た
ら
な
ひ
。
今
訂
し
て
お
い
た
。
）

奴
の
男
だ
て
に
わ
た
く
し
め
ら
は
す
か
な
い
け
れ
ど
も
。

奴
に
寛
閥
同
じ
こ
と
だ
程
に
墨
を
ひ
か
な
い
。

松
葉
で
も
い
ぶ
せ
な
い
で
、
奴
の
や
さ
し
い
こ
と
だ
。
た
だ
し
公
家
奴
か
。

乙
の
奴
俳
譜
の
挙
句
は
、



ち
っ
と
も
震
ま
な
い
ま
つ
り
ご
と

で
あ
っ
て
、
句
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
た
し
か
に
乙
れ
が
奴
詞
だ
と
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
右
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
終
止
形
と
連
体
形

と
、
両
方
に
通
じ
て
、
町
一
川
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

と
も
か
く
も
旭
川
は
、
今
日
で
は
わ
れ
わ
れ
が
、
も
は
や
そ
の
語
に
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
荒
々
し
い
、
田
舎
の
、
強
い
語
気
を
も
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
が
、
奴
俳
譜
の
お
か
げ
で
、
想
像
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

今
あ
げ
て
来
た
例
の
中
に
も
す
で
に
出
て
い
た
が
、
だ
と
い
う
語
も
奴
詞
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
乙
の
俳
譜
の
発
句
が
、

若
竹
だ
世
に
は
や
り
歌
や
清
十
郎
ぷ
し

で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
み
る
と
、
ど
う
し
て
も
だ
は
、
奴
調
で
あ
る
。

ほ
か
に
句
中
に
用
い
ら
れ
た
だ
の
例
は

田
を
か
へ
す
か
へ
す
が
へ
す
も
う
い
わ
ざ
だ
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う
い
わ
ざ
は
、
う
い
奴
と
い
う
よ
う
な
讃
め
調
な
の
か
、
憂
し
と
い
う
、
悲
し
い
、
情
な
い
と
い
う
意
味
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
。
後
者
な
ら
ば
文
章
語

で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
は
乙
乙
で
も
確
か
に
奴
詞
で
あ
る
。
判
の
こ
と
ば
に
な
る
と
非
常
に
多
い
。

打
越
し
の
姫
に
、
乙
の
君
は
さ
し
あ
い
だ
。
如
何
。
二
心
と
見
え
た
。
や
だ
や
だ
。

長
の
点
、
と
ち
な
い
こ
と
だ
な
。

あ
ん
で
も
た
も
ら
な
い
で
、
少
し
は
お
ご
り
だ
。

つ
け
は
な
れ
な
い
句
の
し
た
て
だ
ち
ゃ
。

小
歌
ず
き
だ
。
よ
む
歌
出
申
し
た
。

な
い
も
だ
も
奴
詞
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
で
明
ら
か
だ
が
、
も
う
一
つ
、
こ
の
奴
俳
譜
と
は
離
れ
る
け
れ
ど
も
、
で
す
と
い
う
語
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

今
日
普
通
に
使
わ
れ
る
で
す
と
い
う
語
で
さ
え
も
、
も
と
は
標
準
語
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
も
と
は
、
で
え
す
で
、
そ
れ
が
歌
舞
伎
者
、
伊
達
者
の
生
活
気



分
に
、
い
か
に
も
合
っ
て
お
っ
た
乙
と
ば
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
そ
う
い
う
感
覚
を
喜
ん
で
使
う
よ
う
な
人
柄
の
者
が
、
盛
ん
に
使
っ
た
こ
と
が
、
歌
舞
伎
正

本
や
浄
瑠
璃
の
台
本
な
ど
に
多
い
例
で
わ
か
る
。
そ
れ
は
す
で
に
、
狂
言
な
ど
に
も
あ
る
。

で
す
に
つ
い
て
は
、
で
あ
り
ま
す
、
で
ご
ざ
り
ま
す
の
系
統
の
語
と
み
る
説
と
、
で
そ
ろ
（
候
）
か
ら
出
た
と
み
る
説
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
す
が
候
な
ら

ば
、
で
え
す
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
、
で
そ
ろ
↓
で
え
す
の
筋
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
多
分
で
す
は
で
あ
す
か
ら
出
た
語
で
あ
ろ
う
。
で
あ
す
な
ら
ば
で
え
す

が
出
て
来
る
乙
と
は
自
然
だ
と
思
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
で
え
す
は
で
ん
す
と
も
な
る
。
助
六
の
台
詞
に
は
こ
れ
が
多
い
が
、

乙
れ
は
ど
う
し
た
も
の
で
え
す

ど
う
で
ん
す
な
。
ど
う
で
ん
す
な
。

な
ど
が
盛
ん
に
耳
に
つ
く
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
や
が
て
、
司
引
が
出
て
来
た
。
だ
か
ら
、
丁
寧
な
乙
と
ば
の
よ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
や
は
り
目
上
に
対
す

る
語
は
語
で
も
、
奴
風
の
生
活
気
分
が
盛
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
だ
か
ら
、
で
す
に
な
っ
て
後
も
、
久
し
く
奴
詞
の
気
分
を
持
ち
続
け
て
い
て
、
明
治
・
大
正
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の
時
代
に
な
っ
て
も
、
で
す
と
は
折
り
合
え
な
い
人
も
多
く
い
た
わ
け
だ
。

な
り
驚
く
べ
き
事
実
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
文
章
で
、
明
治
以
後
、
口
語
文
の
要
所
要
所
に
に
使
わ
れ
て
い
る
肝
心
な
乙
と
ば
の
多
く
が
、
実
は
奴
詞
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
か

そ
れ
を
承
知
し
て
い
る
人
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
他
の
国
の
人
々
に
と
っ
て

お
そ
ら
く
一
時
代
前
ま
で
は
、

は
、
そ
の
奴
詞
系
統
の
語
が
、
い
か
に
も
江
戸
っ
子
の
決
断
に
富
ん
だ
、
明
確
な
表
現
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
か
た

く
な
い
。
そ
う
い
う
奴
詞
が
、
｜
｜
奴
と
い
う
あ
る
特
殊
な
階
級
の
方
言
が
｜
｜
江
戸
の
町
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
相
嘗
の
年
月
を
経
て
、
そ
の
中
の
い
く
つ

か
が
標
準
語
の
仲
間
入
り
を
し
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。


