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奴や
っ
こ

振ふ

り
の
動
き
で
目
を
ひ
く
の
は
、
道み

ち

行ゆ

き

の
お
練ね

り
と
道
具
の
受
け
渡
し
で
す
。

出
発
や
停
止
の
と
き
や
、
鳥
居
を
く
ぐ
る

と
き
の
作
法
な
ど
で
、
独
特
の
動
き
が
み

ら
れ
ま
す
。
基
本
的
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た

大
き
な
動
き
で
、
動
作
と
動
作
の
間
に
は
、

い
っ
た
ん
静
止
し
て
力
を
た
め
ま
す
。
中

腰
の
時
間
が
長
い
の
も
特
徴
で
、
こ
れ
ら

の
動
作
は
、
実
際
に
力
が
必
要
な
こ
と
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
奴
の
力
強
さ
を
感
じ

さ
せ
る
演
出
効
果
も
あ
り
ま
す
。

元
禄

げ

ん

ろ

く

三
年
（
一
六
九
〇
）
か
ら
二
年
間

日
本
に
滞
在
し
た
ド
イ
ツ
人
ケ
ン
ペ
ル
が

実
際
に
み
た
大
名
行
列
の
な
か
の
、
飾
り

の
つ
い
た
槍
・
日ひ

傘が

さ

雨あ

ま

傘が

さ

・
箱
な
ど
の
担

い
手
に
つ
い
て
、「
こ
の
歩
き
方
と
い
う
の

は
、
一
歩
踏
み
出
す
ご
と
に
足
を
ほ
と
ん

ど
尻
に
と
ど
く
ま
で
上
げ
、
そ
し
て
同
時

に
一
方
の
腕
を
ず
っ
と
前
の
方
へ
突
き
出

す
の
で
、
ま
る
で
空
中
を
泳
い
で
い
る
よ

う
に
見
え
る
…
飾
り
槍
や
日
傘
を
二
、
三

回
あ
ち
こ
ち
に
動
か
し
、
挟は

さ
み

箱ば

こ

も
肩
の
上

で
お
ど
っ
て
い
る
」
と
記
録
し
て
い
ま
す
。

坂さ

か

田た

神
明
宮

し

ん

め

い

ぐ

う

（
宇
賀
野
）
の
奴
振
り
は
、

前
傾
姿
勢
で
、
足
を
尻
に
届
く
く
ら
い
蹴

り
上
げ
る
動
作
か
ら
蹴
り
奴
と
呼
ば
れ
ま

す
。
関
ヶ
原
の
戦
い
の
功
績
で
佐
和
山
城

主
に
封
ぜ
ら
れ
た
井
伊

い

い

直な

お

政ま

さ

は
、
石
田
三

成
の
遺
領
を
ほ
と
ん
ど
受
け
継
ぎ
、
宇
賀

野
も
彦
根
藩
領
と
な
り
ま
し
た
。
七
代
藩

主
　
井
伊
直な

お

惟の

ぶ

の
と
き
に
、
彦
根
城
の
鬼

門
に
当
た
る
坂
田
神
明
宮
を
鎮
護
の
神
と

し
て
崇
敬
さ
れ
、
享き

ょ
う

保ほ

う

一
八
年
（
一
七
三

三
）
に
本
社
の
造
営
を
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

社
殿
が
竣
工
し
た
と
き
、
藩
主
、
奥
方
を

は
じ
め
家
老
、
代
官
以
下
諸
士
を
挙
げ
て

参
詣
さ
れ
、
そ
の
と
き
の
行
列
の
奴
が
蹴

り
奴
で
あ
り
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

に
当
時
を
し
の
ん
で
氏
子
有
志
に
よ
り
、

奴
行
列
が
再
現
さ
れ
ま
し
た
。
坂
田
神
明

宮
春
の
大
祭
（
四
月
二
九
日
）
に
、
同
宮

か
ら
北
の
宮
の
宇
賀
野
神
社
ま
で
の
渡と

御ぎ

ょ

の
先
導
と
し
て
、
蹴
り
奴
が
振
ら
れ
ま
す
。

奴
振
り
で
は
、
先
頭
の
も
の
が
掛
け
声

を
か
け
る
こ
と
で
、
他
の
も
の
が
掛
け
合

い
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
足
運

び
、
道
具
の
振
り
を
お
こ
な
い
ま
す
。
能

登
瀬
の
奴
振
り
で
は
、
「
エ
（
ハ
）
ー

ヨ
ー
ン
（
イ
）
ヤ
ア
セ
ー
イ
」「
ア
レ
ワ

イ
サ
ー
ノ
サ
ー
」「
コ
レ
ワ
イ
サ
ー
ノ
サ

ー
」
に
始
ま
り
、
「
イ
イ
天
気
ヤ
ナ
ー
」

「
ア
、
一
杯
ほ
し
い
ナ
ー
」「
ア
ー
ベ
ッ
ピ

ン
さ
ん
ヤ
ナ
ー
」
な
ど
、
お
も
し
ろ
お
か

し
い
即
興
の
か
け
声
に
よ
り
、
祭
礼
を
祝

い
先
導
を
つ
と
め
ま
す
。

山や

ま

津つ

照て

る

神
社
（
能
登
瀬
）
は
、
古
代
豪

族
息お

き

長な

が

氏
と
か
か
わ
り
の
深
い
古
社
で

す
。
神
社
で
毎
年
春
の
祭
礼
に
繰
り
広
げ

ら
れ
る
奴
振
り
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
ま
で
、
神
宮

じ

ん

ぐ

う

寺じ

の
善ぜ

ん

性し
ょ
う

寺じ

か
ら
鎮
守

社
青
木
神
社
の
祈き

祷と

う

札ふ

だ

を
宮
中
に
奉
納
さ

れ
て
い
た
と
き
の
道
行
行
列
の
奴
振
り
に

由
来
し
ま
す
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）

に
山
津
照
神
社
の
末
社

ま

っ

し

ゃ

が
醒
井
松
尾
寺
か

ら
帰
る
と
き
に
、
途
絶
え
て
い
た
奴
振
り

を
能
登
瀬
の
若
衆
八
人
が
指
導
を
受
け
復

活
さ
れ
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
に

長
浜
市
小
堀
町
に
安
置
さ
れ
て
い
た
御
神

体
の
一
部
を
迎
え
た
と
き
も
、
供と

も

揃ぞ

ろ

え
で

露つ

ゆ

払は

ら

い
を
つ
と
め
ま
し
た
。
昭
和
四
八
年

保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
毎
年
春
の
大
祭
に

奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
武
家
奴
と
よ
ば
れ

る
よ
う
に
、
三
奴
振
り
で
唯
一
顔
に
髭
な

ど
の
化
粧
を
施
し
ま
す
。

奴
振
り
に
の
み
注
目
し
て
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
古
式
ゆ
か
し
い
行
事
や
、
雅が

楽が

く

を
奏
で
る
社し

ゃ

中ち
ゅ
う

が
あ
り
、
宇
賀
野
で
は
子

ど
も
神
輿

み

こ

し

が
加
わ
っ
て
、
世
代
を
超
え
た

伝
承
活
動
に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

（
歴
史
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化
財
保
護
課
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②
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振
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会
期

２
月
15
日
ま
で


