






ベ
ラ
棒
に
で
っ
か
い
描
想
の
持
主
で
流
石
に
三
和
代
議
士
も
煙
に
巻
か
れ
グ
ウ
の

音
も
出
な
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

そ
の
時
た
ま
た
ま
漫
遊
の
話
が
出
た
。

タ
ワ
ー
建
設
に
際
し
、
徳
川
何
代
か
の
お
墓
に
タ
ワ
ー
の
用
地
が
は
み
出
す
の
で
、

そ
の
撤
去
に
当
た
っ
て
墹
上
寺
と
交
渉
し
た
時
、
山
門
付
近
に
住
ん
で
い
た
漫
遊
の

小
屋
が
無
人
に
な
っ
て
い
た
が
、
既
得
権
は
ま
だ
漫
遊
に
あ
っ
た
、
そ
の
こ
と
が
寺

側
に
は
気
掛
か
り
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
工
事
施
工
者
は
無
断
で
撤
去
し
て
し
ま
っ
た
。
後
で
そ
れ
を
知
っ
た
漫

遊
は
別
に
文
句
一
つ
言
わ
な
か
っ
た
。
実
業
家
の
話
で
は
、
こ
の
件
で
居
住
権
の
漫

遊
か
ら
ゴ
ネ
話
が
出
れ
ば
立
派
な
家
を
建
て
て
や
る
腹
だ
っ
た
と
い
う
。

全
く
世
の
中
狭
い
も
の
で
あ
る
。
漫
遊
と
同
郷
の
男
が
実
業
家
と
同
席
し
て
そ
の

話
を
聞
い
て
い
る
の
だ
。
大
分
経
っ
て
か
ら
、
漫
遊
に
こ
の
話
を
知
ら
せ
る
と
、
彼

は
、
「
長
年
面
倒
見
て
も
ら
っ
た
増
上
寺
の
都
合
で
そ
う
し
た
な
ら
、
そ
れ
で
い
い

だ
ろ
う
」
と
笑
顔
で
私
に
云
っ
た
。

普
通
人
で
な
い
漫
遊
の
機
顔
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
寸
話
は
わ
き
道
に
そ
れ
る
が
、
こ
の
タ
ワ
ー
建
設
を
企
画
し
、
そ
れ
を

実
現
し
た
雄
大
構
想
の
実
業
家
と
一
夜
赤
坂
の
料
亭
で
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

宴
席
の
設
営
し
た
の
が
三
和
精
一
代
議
士
で
私
と
南
郡
常
磐
村
の
浅
利
崇
と
四
人

で
、
実
業
家
の
愛
娘
が
、
そ
の
年
の
ミ
ス
日
本
に
選
ば
れ
実
業
家
は
娘
を
宴
席
に
岻

芯
で
呼
び
、
私
等
に
酒
を
お
酌
し
て
く
れ
た
。

漫
遊
の
臨
時
収
入
の
中
に
若
い
頃
北
方
領
域
で
覚
え
た
耐
寒
体
操
も
役
立
っ
た
。

彼
は
こ
の
体
操
を
ア
ザ
ラ
シ
体
操
と
名
付
け
た
。
各
地
の
刑
務
所
、
自
衛
隊
を
訪

問
し
て
そ
の
実
技
を
披
露
し
、
謝
礼
を
得
て
い
た
。

真
冬
の
寒
い
日
に
シ
ャ
ツ
一
枚
に
な
り
バ
ケ
ツ
に
水
と
氷
を
入
れ
、
気
合
い
も
ろ

と
も
握
り
拳
を
そ
れ
に
突
っ
込
み
、
十
五
分
位
で
水
の
中
の
氷
は
い
つ
の
間
に
か
溶

け
る
の
を
は
た
で
見
て
い
る
者
は
身
震
い
し
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

獄
中
に
薄
満
で
ふ
る
え
て
い
た
人
達
に
は
こ
の
耐
寒
体
操
即
ち
ア
ザ
ラ
シ
体
操
な

る
も
の
は
有
難
い
実
技
で
あ
っ
た
と
思
う
。

作
家
三
島
由
紀
夫
の
葬
儀
に
参
列
し
、
そ
の
死
を
悼
み
国
粋
主
義
者
と
し
て
の
行

動
的
語
り
草
も
あ
る
。

甥
に
当
た
る
小
山
内
嘉
一
郎
君
に
身
近
な
思
い
出
は
さ
る
こ
と
乍
ら
、
少
年
、
青

年
、
そ
し
て
中
年
か
ら
、
晩
年
に
か
け
て
の
漫
遊
の
実
継
に
花
を
添
え
て
伝
記
の
人

と
郡
き
進
ん
だ
な
ら
ば
、
直
木
賀
作
家
の
長
部
日
出
雄
が
「
津
軽
世
去
れ
節
」
を
書

い
た
以
上
の
溌
瀬
人
の
像
が
浮
か
ん
で
来
る
と
思
う
。

で
き
れ
ば
か
た
り
べ
の
各
位
漫
遊
に
つ
い
て
の
聞
き
苫
抄
で
も
お
寄
せ
下
さ
れ
ば

第
二
の
「
津
軽
世
去
れ
節
」
を
鯉
め
て
見
た
い
。

追
記

漫
遊
が
東
京
で
生
活
し
て
い
た
頃
、
「
は
ま
ま
ち
ち
よ
う
」
駅
の
近
く
で
バ
ッ
タ

リ
出
合
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
芝
の
地
上
寺
詣
り
し
よ
う
と
し
た
時
で
あ
る
。

後
方
で
大
き
な
応
で
「
木
立
さ
ん
！
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
、
東
京
の
ド
真
ん
中

で
ま
さ
か
私
を
呼
ん
で
い
る
と
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
漫
遊
だ
っ
た
。

近
寄
る
と
「
ど
う
し
て
浜
松
町
に
」
と
話
し
か
け
て
来
た
の
で
、
私
も
「
ど
う
し

て
小
山
内
さ
ん
が
こ
こ
に
」
と
き
き
か
え
し
た
。

山
伏
姿
で
な
か
っ
た
頃
の
漫
遊
は
ネ
ク
タ
イ
無
し
の
全
く
ブ
ラ
リ
散
歩
格
好
の
軽

津
軽
小
原
節
と
い
う
の
が
近
ご
ろ
カ
フ
ェ
ー
ま
で
進
出
し
て
来
た
。
世
相
は
民
謡

に
き
け
！
と
い
わ
れ
る
通
り
、
民
謡
は
ま
た
郷
土
の
先
祖
の
経
験
し
て
来
た
人
生
の

記
録
だ
。
こ
の
民
謡
を
提
げ
て
日
本
の
民
族
の
生
地
そ
の
ま
ま
を
伝
え
、
そ
し
て
各

国
の
各
種
の
民
謡
を
集
め
て
来
た
い
と
い
う
希
望
で
近
く
外
国
へ
行
く
県
人
が
あ
る
。

北
郡
嘉
瀬
村
生
ま
れ
の
小
山
内
漫
遊
君
で
あ
る
。

前
後
十
年
に
わ
た
っ
て
日
本
全
国
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
朝
鮮
、
支
那
へ
巡
っ
て
四
百

余
種
の
民
謡
を
習
い
覚
え
、
シ
ベ
リ
ア
や
支
那
に
い
た
時
は
日
本
軍
や
張
作
森
の
た

め
に
一
種
の
陰
密
使
を
つ
と
め
た
こ
と
も
あ
り
、
数
奇
な
道
を
た
ど
っ
て
民
謡
歌
手

と
し
て
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

近
く
は
熊
本
、
広
島
な
ど
で
も
放
送
も
し
た
。
日
本
の
民
謡
を
一
通
り
集
め
民
謡

に
こ
も
る
日
本
の
伝
統
精
神
を
知
る
こ
と
の
で
き
た
彼
は
、
こ
れ
を
世
界
に
紹
介
し

た
い
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
外
国
行
き
を
計
画
し
た
が
、
今
度
東
郷
元
師
、
一
戸
大

将
、
頭
山
満
氏
な
ど
の
名
士
の
賛
助
を
得
て
い
よ
い
よ
八
日
、
ハ
ワ
イ
へ
渡
る
こ
と

に
な
っ
た
。

ハ
ワ
イ
か
ら
米
、
仏
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
イ
ン
ド
、
支
那
、
シ

ャ
ム
、
南
洋
諸
島
を
六
年
間
の
計
画
で
回
る
旅
程
で
、
旅
費
は
も
と
よ
り
行
く
先
々

で
日
本
の
民
謡
音
楽
会
を
開
い
て
得
よ
う
と
い
う
計
画
で
、
恐
ら
く
日
本
人
と
し
て

最
初
の
試
み
で
あ
ろ
う
。

氏
は
郷
土
告
別
と
病
父
見
舞
い
の
た
め
最
近
帰
郷
し
た
が
、
本
社
編
集
局
を
訪
ね

い
服
装
だ
っ
た
。

生
気
に
満
ち
た
漫
遊
の
久
し
振
り
に
見
た
東
京
の
姿
だ
っ
た
。

「
こ
こ
は
ワ
の
居
る
町
だ
よ
。
何
は
と
も
あ
れ
ワ
の
家
さ
よ
っ
て
い
き
へ
じ
ゃ
」
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
漫
遊
は
ド
ン
ド
ン
先
に
立
っ
て
歩
い
た
。

大
門
を
過
ぎ
て
足
は
私
が
お
詣
り
し
よ
う
と
し
た
芝
の
増
上
寺
近
く
な
っ
て
、

「
ワ
の
住
居
は
増
上
寺
境
内
だ
よ
」
と
云
っ
た
。

大
き
な
山
門
を
く
ぐ
る
と
す
ぐ
右
側
に
平
家
建
て
の
家
が
見
え
た
。
増
上
寺
に
は

全
く
似
つ
か
な
い
建
物
、
そ
れ
が
漫
遊
の
住
み
家
だ
っ
た
。
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
家
の

中
に
入
る
と
奥
さ
ん
が
快
く
迎
え
て
く
れ
た
。

青
森
の
故
郷
か
ら
来
た
人
だ
と
い
う
こ
と
を
奥
さ
ん
に
説
明
し
て
い
た
。

一
時
間
程
お
茶
を
飲
み
乍
ら
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
増
上
寺
境
内
に
住
む
経
路
を

き
か
し
て
く
れ
た
。

大
東
亜
戦
末
期
の
東
京
空
襲
で
増
上
寺
山
門
が
焼
夷
弾
で
危
う
く
焼
失
し
か
か
っ

た
時
た
ま
た
ま
漫
遊
、
そ
の
近
く
を
通
り
か
か
り
、
体
操
で
鍛
え
た
身
軽
も
手
伝
っ

て
仰
ぎ
見
る
高
さ
の
山
門
の
上
に
よ
じ
登
り
、
必
死
の
働
き
で
飛
び
散
る
火
の
粉
を

振
り
払
い
消
し
止
め
、
山
門
を
安
泰
の
ま
ま
に
残
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
て
焼
け
野

原
の
東
京
に
あ
っ
て
地
上
寺
は
漫
遊
の
小
屋
を
建
て
て
境
内
の
住
居
を
許
し
た
の
が

私
に
き
か
せ
て
く
れ
た
物
語
の
一
部
で
あ
っ
た
。

増
上
寺
と
云
え
ば
京
都
智
音
院
は
西
の
浄
土
真
宗
の
総
本
山
で
あ
り
、
東
京
芝
の

墹
上
寺
は
束
の
浄
土
真
宗
の
総
本
山
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
ま
た
芝
増
上
寺
は
、
徳

川
代
々
の
菩
提
寺
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

す
ぐ
西
隣
に
東
京
タ
ワ
ー
が
高
く
聟
え
こ
の
タ
ワ
ー
建
設
に
当
た
っ
て
は
種
々
難

航
し
た
が
遂
に
こ
れ
を
完
成
し
膨
大
な
建
築
費
を
投
じ
た
東
京
タ
ワ
ー
が
三
年
後
そ

の
入
場
料
で
チ
ョ
ン
に
な
っ
た
話
が
有
名
で
あ
る
。

民
謡
で
世
界
行
脚
を

小
山
内
漫
遊
君
の
計
画
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