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見
た
こ
と
も
な
い
異
国
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
観
念
の
産
物
で
あ
る
。

そ
こ
へ
行
っ
た
と
た
ん
、
見
た
こ
と
も
な
い
異
国
は
見
た
こ
と
の
あ
る
異
国

と
な
り
、
見
た
こ
と
も
な
い
異
国
は
そ
れ
自
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
見
た
こ
と
も
な
い
異
国
を
形
象
し
た
が
る
。
で
は
、

見
た
こ
と
も
な
い
異
国
は
、
フ
」
こ
」
の
ど
う
い
う
想
像
力
と
「
こ
こ
」
を

反
射
／
反
映
す
る
ま
な
ざ
し
と
の
ど
の
よ
う
な
交
錯
の
う
ち
に
形
象
さ
れ
て

ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
和
漢
三
才
図
会
』
は
「
天
竺
」
と
い
う
呼
称
を
あ
げ
た
あ
と
に
、
異
称

を
四
つ
示
し
て
い
る
。
曰
く
、
「
印
度
、
乾
毒
、
身
毒
、
月
氏
」
。
そ
し
て
、

「
天
竺
」
と
い
う
表
記
の
由
来
に
つ
い
て
唐
の
学
者
顔
師
古
の
説
を
紹
介
す

按
ず
る
に
天
竺
は
西
域
中
の
南
国
な
り
。
顔
師
古
が
云
は
く
、
身
毒
の

字
声
転
じ
て
天
篤
と
為
り
、
篤
字
文
を
省
い
て
竺
に
作
り
、
又
転
じ
て

竹
の
音
と
為
る
、
と
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
身
毒
」
↓
「
天
篤
」
↓
「
天
竺
」
と
い
う
転
化
が
た
ど
ら
れ
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て
い
て
、
「
天
竺
」
と
は
、
あ
る
時
「
身
毒
」
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
表
記
だ

1
4
　
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ぐ
　
　
　
こ
こ
で
、
「
身
毒
」
を
「
し
ん
と
く
」
と
仮
名
書
き
す
れ
ば
、
と
言
う
ま

　
　
　
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
「
し
ん
と
く
丸
」
の
伝
承
を
思
い
出
す
。
主
だ
っ

　
　
　
た
作
品
だ
け
を
数
え
て
も
、
謡
曲
『
弱
法
師
』
か
ら
説
経
を
へ
て
浄
瑠
璃
に

　
　
　
『
摂
州
合
邦
辻
』
（
菅
専
助
・
若
竹
笛
躬
。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
初
演
）

　
　
　
を
う
み
、
近
代
に
は
い
っ
て
は
折
口
信
夫
が
小
説
『
身
毒
丸
』
を
書
い
た
、

　
　
　
物
語
の
系
譜
で
あ
る
。

　
　
　
　
折
口
は
そ
の
小
説
『
身
毒
丸
』
の
「
（
附
言
）
」
で
「
身
毒
丸
の
、
毒
の
字

夫
　
　
は
濁
音
で
な
く
、
清
音
に
読
ん
で
頂
き
た
い
」
と
述
べ
、
自
作
を
「
し
ん
と

雅
　
く
ま
る
」
と
発
音
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
ま
た
、
べ
つ
に
「
『
撮
州
合
邦

　
　
　
辻
』
の
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
先
行
芸
能
の
道
筋
」
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で

吉
　
　
ま
ヽ

　
　
　
１

永　
　
　
　
　
古
浄
瑠
璃
で
は
名
が
し
ん
と
く
丸
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
し
ん
と
く
と
言

　
　
　
　
　
ふ
語
は
、
天
竺
を
意
味
す
る
「
身
毒
」
と
言
ふ
語
か
お
る
か
ら
、
「
天

　
　
　
　
　
竺
丸
」
と
言
ふ
位
の
意
味
か
も
知
れ
な
い

と
記
し
て
、
こ
の
物
語
の
伝
承
の
原
姿
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、

自
分
を
「
あ
る
伝
説
の
原
始
様
式
の
語
り
て
」
の
位
置
に
お
い
て
「
高
安
長

者
伝
説
か
ら
、
宗
教
倫
理
の
方
便
風
の
分
子
を
と
り
去
っ
て
、
最
原
始
的
な

物
語
に
か
へ
し
て
書
い
た
も
の
」
と
し
て
、
そ
の
小
説
『
身
毒
丸
』
は
書
か

れ
た
。
そ
し
て
、
「
宗
教
倫
理
の
方
便
風
の
分
子
」
の
除
去
と
、
「
俊
徳
丸
と

い
ふ
の
は
、
後
の
宛
て
字
で
、
わ
た
し
は
や
つ
ぱ
り
し
ん
と
く
ま
る
が
正
し

か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
（
傍
点
筆
者
－
注
）
と
述
べ
る
の
と
は
、
お
そ
ら
く

通
底
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
折
口
は
、
そ
の
名
に
「
天
竺
丸
」
と
い
う
意
味

を
負
っ
た
主
人
公
の
少
年
を
、
「
積
み
重
釣
ら
れ
て
来
た
先
行
芸
能
」
の
基

層
の
う
ち
に
掘
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
伝
承

の
堆
積
は
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
、
物
語
の
表
面
か
ら
は
「
天
竺
丸
」

と
い
う
痕
跡
を
隠
微
な
揺
曳
に
と
ど
め
る
よ
う
働
い
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
人
物
名
を
見
て
み
よ
う
。
謡
曲
『
弱
法
師
』
で
は
、
「
高
安
の
通
俊
」
と

「
俊
徳
丸
」
で
あ
る
。
説
経
は
、
天
下
無
双
佐
渡
七
太
夫
正
本
『
せ
つ
き
や

う
し
ん
と
く
丸
』
（
正
保
五
年
刊
）
で
は
、
「
信
吉
長
者
」
と
「
信
徳
丸
」
。

古
浄
瑠
璃
『
し
ん
と
く
丸
』
で
は
、
「
の
ぶ
よ
し
長
者
」
と
「
し
ん
と
く
」
。
　
　
　
一

そ
し
て
、
浄
瑠
璃
『
摂
州
合
邦
辻
』
で
は
「
高
安
左
衛
門
通
俊
」
と
「
俊
徳
　
　
7
7

丸
」
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
作
品
群
は
、
折
口
に
よ
れ
ば
、
『
摂
州
合
邦
辻
』
か
ら
説
経
節

ま
で
は
割
と
容
易
に
連
絡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
弱
法
師
と
説
経

節
と
の
間
に
は
、
ひ
ど
い
懸
隔
が
あ
る
や
う
」
で
、
「
或
は
一
つ
の
流
れ
か

ら
岐
れ
た
二
つ
の
枝
川
か
と
も
考
へ
」
ら
れ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
『
摂

州
合
邦
辻
』
は
『
弱
法
師
』
と
お
な
じ
人
物
名
を
持
つ
に
か
か
わ
ら
ず
「
説

経
の
流
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
で
は
『
弱
法
師
』

と
「
説
経
の
流
」
と
の
あ
い
だ
の
「
懸
隔
」
と
は
、
何
だ
ろ
う
か
。

　
『
弱
法
師
』
は
、
四
天
王
寺
を
場
と
す
る
仏
教
信
仰
の
論
理
に
よ
っ
て
一

元
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
俊
徳
丸
は
す
で
に
、

あ
る
人
の
換
言
に
よ
っ
て
家
を
追
わ
れ
、
盲
目
の
乞
両
人
と
な
っ
て
さ
ま



「天竺」という意匠いい

よ
っ
て
お
り
、
追
放
を
後
悔
し
た
父
通
俊
と
再
会
し
て
、
と
も
に
高
安
へ

帰
っ
て
行
く
。
謡
曲
は
、
し
か
し
、
こ
こ
に
ド
ラ
マ
を
持
だ
な
い
。
そ
こ
で

は
、
こ
れ
は
前
提
で
あ
り
結
果
で
あ
っ
て
、
ド
ラ
マ
の
枠
組
み
を
形
作
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ド
ラ
マ
は
、
春
の
彼
岸
の
中
日
、
四
天
王
寺
西
門
石
の

鳥
居
の
か
な
た
に
、
目
の
見
え
ぬ
俊
徳
丸
が
日
想
観
に
よ
っ
て
果
た
す
極
楽

浄
土
の
荘
厳
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
人
の
言
言
に
よ
っ
て
家
を
追

わ
れ
、
盲
目
の
乞
両
人
と
な
っ
て
さ
ま
よ
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
追
放
を

後
悔
し
た
父
通
俊
と
再
会
し
て
と
も
に
高
安
へ
帰
っ
て
行
く
こ
と
、
そ
の
こ

と
自
体
を
ド
ラ
マ
に
し
て
い
る
の
が
、
「
説
経
の
流
」
で
あ
ろ
う
。
誰
が
ど

の
よ
う
な
理
由
で
琶
言
す
る
の
か
。
な
ぜ
、
家
を
追
わ
れ
、
盲
目
と
な
る
の

か
。
盲
目
の
身
に
ど
の
よ
う
な
放
浪
が
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
父
と
の
再
会

を
ふ
く
む
救
済
と
解
決
は
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
。
「
ひ
ど
い
懸

隔
」
は
そ
う
し
た
点
に
築
か
れ
、
わ
け
で
も
「
謡
曲
の
流
」
に
は
見
ら
れ
ず

「
説
経
の
流
」
に
共
通
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
継
母
の
呪
誼
と
そ
の

結
果
と
し
て
の
「
異
例
」
で
あ
る
。

祈
る
験
の
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
上
呪
い
強
け
れ
ば
、
百
三
十
六
本
の
釘
の

打
ち
所
よ
り
、
人
の
き
ら
い
し
異
例
と
な
り
、
に
わ
か
に
両
眼
つ
ぶ
れ
、

病
者
と
お
な
り
あ
る

『
弱
法
師
』
に
は
「
げ
に
も
こ
の
身
は
盲
目
の
、
足
弱
車
の
片
端
な
が
ら
」

と
あ
る
ば
か
り
の
部
分
で
あ
る
。
『
弱
法
師
』
と
お
な
じ
人
物
名
を
持
っ
て

い
る
も
の
の
『
摂
州
合
邦
辻
』
も
、
や
は
り
「
去
年
霜
月
住
吉
で
神
酒
と
偽

り
、
コ
レ
此
鮑
で
勧
め
た
酒
は
秘
方
の
毒
酒
、
癩
病
発
す
る
奇
薬
の
力
」
の

結
果
「
両
眼
盲
い
た
る
」
姿
を
え
が
く
点
て
、
あ
き
ら
か
に
「
説
経
の
流
」

に
属
す
る
。

　
そ
し
て
、
折
口
の
言
う
「
宗
教
倫
理
の
方
便
風
な
分
子
」
は
、
こ
う
い
う

部
分
に
こ
そ
胚
胎
し
て
い
る
。
説
経
に
お
け
る
救
済
の
具
と
し
て
の
「
鳥

塀
」
や
、
同
じ
く
『
摂
州
合
邦
辻
』
に
お
け
る
「
鮑
の
盃
」
、
「
寅
の
年
月
日

刻
そ
ろ
っ
た
女
の
生
血
」
な
ど
が
、
そ
の
典
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
「
方
便
や
作
為
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
折
ロ
は
「
謡
曲
の

流
よ
り
も
、
説
経
の
流
の
方
が
」
「
信
じ
た
い
と
思
ふ
要
素
を
失
は
な
い
で

ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
、
そ
の
「
最
原
始
的
な
物
語
」
と
し
て

書
か
れ
た
小
説
『
身
毒
丸
』
は
、
「
父
及
び
身
毒
の
身
に
は
、
先
祖
か
ら
持

ち
伝
へ
た
病
気
か
お
る
」
と
こ
ろ
の
「
田
楽
法
師
」
を
描
く
の
で
あ
る
。

「
蝦
墓
の
肌
の
や
う
な
、
斑
点
が
、
膨
れ
た
皮
膚
に
隙
間
な
く
現
れ
て
ゐ
た
」

と
あ
る
そ
の
「
病
気
」
は
、
説
経
に
「
人
の
き
ら
い
し
異
例
」
と
あ
る
の
と

同
じ
病
気
で
あ
る
。
伝
承
の
遡
及
を
試
み
て
、
田
楽
を
演
ず
る
芸
能
者
の
身

の
上
の
、
折
□
は
そ
の
点
に
こ
そ
「
天
竺
丸
」
た
る
所
以
を
見
出
し
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
伝
承
は
『
今
昔
物
語
』
巻
四
第
四
話
「
拘
摯
羅
太
子

快
眼
、
依
法
力
得
眼
語
」
に
さ
か
の
ぼ
り
、
さ
ら
に
そ
の
原
拠
と
し
て
は

『
大
唐
西
域
記
』
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
今
昔
』
の
題
に
う
か
が
え
る
失
明

お
よ
び
追
放
と
そ
の
後
の
流
浪
と
い
う
要
素
は
、
継
母
の
邪
恋
と
謀
略
に
よ

る
も
の
と
し
て
そ
れ
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
説
経
に
い
う
「
人
の

き
ら
い
し
異
例
」
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
な
い
。
折
口
は
さ
き
に
示
し
た
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よ
う
に
「
謡
曲
の
流
」
よ
り
も
「
説
経
の
流
」
の
ほ
う
に
「
信
じ
た
い
と
思

丿1
6
　
　
ふ
要
素
」
を
認
め
て
い
る
が
、
同
時
に
「
但
し
、
謡
曲
の
弱
法
師
と
い
ふ
表

ぐ
　
題
は
、
此
物
語
の
出
自
を
暗
示
し
て
ゐ
る
も
の
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
前
掲

　
　
　
「
信
徳
丸
」
の
解
説
・
解
題
は
、
『
今
昔
物
語
』
拘
摯
羅
太
子
の
説
話
が
「
継

　
　
　
母
の
呪
い
に
よ
っ
て
三
病
（
癩
病
）
と
な
り
、
そ
の
結
果
両
眼
が
つ
ぶ
れ

　
　
　
る
」
と
い
う
よ
う
に
「
変
化
し
た
の
は
、
説
経
節
が
乞
食
の
芸
能
で
あ
っ
た

　
　
　
こ
と
と
関
係
か
お
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
幸
若
舞
の
『
景
清
』
お
よ
び

　
　
　
『
源
平
盛
衰
記
』
の
関
連
個
所
に
「
漆
を
湯
に
沸
か
し
て
身
に
泳
び
、
肺
脹

　
　
　
し
て
癩
人
の
如
く
に
な
っ
て
」
を
引
用
し
、
「
乞
両
人
（
乞
食
）
の
間
に
、

夫
　
　
い
か
に
癩
者
が
多
く
、
乞
罵
人
と
い
え
ば
癩
者
を
さ
す
ぐ
ら
い
の
状
態
だ
っ

　
　
　
た
の
が
わ
か
る
」
と
記
し
て
い
る
。

雅
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
し
ん
と
く
丸
の
「
天
竺
」
性
は
、
「
身
毒
」
と
い
う
表
記
に
ま
つ
わ
る
コ

吉
　
　
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
関
与
は
と
も
か
く
も
、
そ
の
身
を
む
し
ば
む
「
異
例
」
と

永
　
　
い
う
形
で
受
け
継
が
れ
た
。
む
ろ
ん
、
唱
導
の
芸
能
と
し
て
の
説
経
に
お
い

　
　
　
て
字
音
が
表
記
に
優
先
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
方
、
近
世
と

　
　
　
い
う
印
刷
出
版
の
時
代
に
あ
っ
て
、
「
身
毒
」
で
は
な
く
「
江
戸
時
代
で
は
、

　
　
　
「
新
徳
」
「
信
徳
」
「
真
徳
」
な
ど
を
当
て
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
は
、
文

　
　
　
字
の
選
択
が
、
あ
る
忌
譚
と
そ
れ
を
転
倒
す
る
慶
祝
の
感
覚
を
物
語
っ
て
い

　
　
　
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
説
経
の
者
そ
の
ひ
と
と
、
語
り
の
中
に
生
か
さ

　
　
　
れ
る
主
人
公
、
そ
の
両
者
に
共
通
す
る
、
た
と
え
ば
異
形
と
放
浪
と
に
生
を

　
　
　
条
件
づ
け
ら
れ
た
者
に
対
す
る
、
人
々
の
両
義
的
な
態
度
、
す
な
わ
ち
賤
視

　
　
　
と
聖
化
の
具
体
的
な
表
現
で
も
あ
る
。

（
二
）

　
説
経
に
お
け
る
継
母
の
呪
誼
、
ま
た
『
摂
州
合
法
辻
』
に
お
け
る
い
わ
ゆ

る
玉
手
御
前
の
恋
は
、
何
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
か
。

　
信
徳
丸
生
母
の
没
後
、
後
妻
に
入
っ
た
「
六
条
殿
の
お
く
の
姫
」
は
ほ
ど

な
く
「
若
君
」
を
出
産
す
る
。
名
づ
け
て
「
乙
の
二
郎
」
。
「
乙
」
も
「
二

郎
」
も
同
じ
く
第
二
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
、
「
乙
の
二
郎
」
と
は
家
名
や

家
督
を
相
続
す
る
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
、
念
の
い
っ
た
名
乗
り
で
あ
る
。

「
当
御
台
所
」
に
面
白
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
。

た
ま
た
ま
干
ひ
と
り
儲
て
に
、
総
領
と
な
し
も
せ
で
、
乙
の
二
郎
と
呼

ば
す
る
こ
と
の
腹
立
ち
や
。
か
な
わ
ぬ
ま
で
も
信
徳
を
呪
い
、
乙
の
二

郎
を
総
領
に
な
す
べ
し

そ
こ
で
、
清
水
の
観
世
音
へ
、
氏
子
を
信
徳
に
代
え
て
乙
の
二
郎
と
す
る
か

ら
、
「
信
徳
が
、
命
を
取
っ
て
た
ま
わ
れ
と
、
そ
れ
が
さ
の
ふ
て
ひ
、
人
の

き
ら
い
し
、
異
例
を
授
け
て
た
ま
え
」
と
祈
誓
し
て
、
呪
い
の
釘
を
打
つ
の

で
あ
る
。

　
『
摂
州
合
法
辻
』
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
趣
向
を
複
雑
化
し
た
。
高
安
左

衛
門
通
俊
の
「
御
代
継
」
俊
徳
丸
に
対
し
て
、
次
郎
丸
は
「
我
高
安
の
惣
領

と
は
生
れ
な
が
ら
外
戚
腹
ゆ
ゑ
次
男
と
な
り
。
高
安
の
家
督
は
俊
徳
丸
」
に

と
い
う
の
で
「
折
も
あ
ら
ば
家
国
を
押
領
せ
ん
と
工
む
」
人
物
で
あ
る
。
あ
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∩7 ） 「天竺」という意匠

と
か
ら
生
ま
れ
た
嫡
出
子
の
た
め
に
嗣
子
の
座
を
奪
わ
れ
た
妾
腹
の
年
長
者

そ
し
て
、
現
在
、
通
俊
の
妻
と
な
っ
て
玉
手
御
前
と
呼
ば
れ
る
女
性
は
、
も

と
俊
徳
丸
の
生
母
に
仕
え
た
「
腰
元
の
お
辻
」
で
、
「
次
郎
丸
様
も
俊
徳
様

も
。
私
か
為
に
は
同
じ
継
子
。
義
理
あ
る
中
に
か
は
り
は
な
い
」
と
い
う
す

場
の
「
継
母
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
説
経
に
お
け
る
継
母
の
害
意
を
次
郎
丸

の
う
え
に
移
し
た
『
摂
州
合
法
辻
』
で
、
で
は
「
継
母
」
は
ど
の
よ
う
に
振

舞
う
の
か
。
袖
章
羅
太
子
に
恋
慕
す
る
王
妃
に
よ
る
謀
略
と
い
う
『
今
昔
物

語
』
「
拘
章
羅
太
子
快
眼
、
依
法
力
得
眼
語
」
が
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
継
母
の
恋
と
そ
れ
を
拒
絶
す
る
継
子
に
し
た
が
っ
て
、
俊
徳
丸
に
対
す

る
玉
手
御
前
の
恋
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に

神
酒
と
偽
り
「
妹
背
の
固
め
」
の
盃
と
仕
組
ん
だ
酒
が
「
毒
酒
」
で
、
俊
徳

丸
に
信
徳
丸
と
同
じ
症
状
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
、
信
徳
丸
に
義
理
の

仲
で
は
あ
っ
て
も
乙
の
二
郎
の
生
み
の
母
で
あ
っ
た
当
御
台
所
に
対
し
て
、

玉
手
御
前
に
は
俊
徳
丸
も
次
郎
丸
も
両
人
と
も
に
「
同
じ
継
子
」
で
あ
る
か

ら
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
同
じ
症
状
は
プ
ロ
。
卜
を
異
に
す
る
。
次
郎
丸
は

「
悪
人
な
れ
ど
殺
し
て
は
」
「
隔
て
た
中
ゆ
ゑ
訴
人
し
て
。
殺
し
た
か
と
思
は

れ
て
は
世
間
も
立
た
ず
。
義
理
も
立
た
ず
。
通
俊
様
も
お
子
の
事
。
何
の
心

よ
か
ら
う
ぞ
」
、
し
た
が
っ
て
「
継
子
二
人
の
命
を
ば
。
わ
が
身
一
つ
に
引

受
け
」
る
謀
略
を
め
ぐ
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
袖
章
羅
太
子
を
王
宮
に
置
い

て
は
不
祥
事
の
も
と
と
遠
国
へ
去
ら
せ
た
阿
育
王
の
処
置
の
翻
案
と
し
て
、

玉
手
御
前
は
合
邦
の
刃
を
受
け
た
苦
し
い
息
の
下
で
本
心
を
口
に
す
る
。

　
　
俊
徳
様
。
御
家
督
さ
へ
お
継
ぎ
な
く
ば
。
次
郎
丸
様
の
悪
心
も
自
然
と

　
　
止
ん
で
。
お
命
に
別
条
な
い
と
思
案
を
極
め
。
心
に
も
な
い
不
義
い
た

　
　
づ
ら
。
（
中
略
）
妹
背
の
か
た
め
と
毒
酒
を
す
す
め
。
難
病
に
苦
し
め

　
　
た
は
。
お
命
助
け
う
ば
か
り
の
方
便

で
あ
っ
た
、
と
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
ド
リ
の
中
で
打
ち
明
け
ら
れ
る
の
は
、

　
　
寅
の
年
寅
の
月
。
寅
の
日
寅
の
刻
に
誕
生
し
た
る
女
の
肝
の
臓
の
生
血

　
　
を
取
り
。
毒
酒
を
盛
っ
た
る
器
に
て
。
病
人
に
与
へ
る
時
は
。
即
座
に

　
　
本
復
疑
ひ
な
し

と
い
う
、
寅
の
年
月
日
刻
そ
ろ
っ
た
出
生
の
自
ら
の
命
と
引
き
換
え
に
す
る

俊
徳
丸
快
気
の
手
立
て
で
あ
る
。
折
口
は
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
人
物
把
握

を
次
の
よ
う
に
示
し
た
、
い
わ
く
「
わ
が
子
に
半
意
識
の
恋
を
覚
え
て
ゐ
て
、

之
を
助
け
る
の
に
命
を
か
け
る
生
き
が
ひ
を
知
っ
た
女
、
さ
う
し
て
夫
へ
の

心
の
贈
ひ
に
死
を
以
て
す
る
女
」
と
。

　
当
御
台
所
と
玉
手
御
前
、
ふ
た
り
の
継
母
は
そ
れ
ぞ
れ
に
思
惑
を
異
に
す

る
が
、
い
ず
れ
も
家
督
相
続
と
い
う
文
脈
、
す
な
わ
ち
御
家
騒
動
を
演
出
す

る
女
性
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
、
信
徳
丸
に
し
て
も
俊
徳
丸
に
し
て
も
、
彼

ら
は
そ
の
御
家
騒
動
の
一
方
の
当
事
者
と
し
て
役
付
け
ら
れ
な
が
ら
、
し
か

し
、
主
観
的
に
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
ら
の
理
解
を
超
え
た
理
不
尽

な
状
況
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
、
折
口
が
「
し
ん
と

く
ま
る
」
と
い
う
名
に
た
ど
ろ
う
と
し
た
伝
承
の
「
最
原
始
的
な
」
姿
は
、

「
身
毒
」
と
い
う
表
記
を
伝
承
の
堆
積
に
沈
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
天
竺
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いい

丸
」
と
の
回
路
を
隠
蔽
し
た
状
態
で
、
物
語
の
表
面
に
「
異
例
」
（
病
気
）

と
し
て
刻
印
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）

　
　
　
　
さ
て
、
も
う
ひ
と
り
の
「
天
竺
丸
」
に
話
を
移
そ
う
。
言
わ
ず
と
知
れ
た

　
　
　
「
天
竺
徳
兵
衛
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
し
ん
と
く
丸
と
は
対
照
的
に
、
こ
ち

　
　
　
ら
は
そ
の
名
に
天
竺
を
冠
し
て
、
「
天
竺
」
イ
メ
ー
ジ
の
前
景
化
か
作
り
出

　
　
　
し
た
人
物
で
あ
る
。
歌
舞
伎
脚
本
と
し
て
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
正
月
初

夫
　
演
の
並
木
正
三
『
天
竺
徳
兵
衛
聞
１
　
往
来
』
、
そ
れ
を
受
け
て
近
松
半
二
ら

雅
　
　
の
浄
瑠
璃
と
し
て
『
天
竺
徳
兵
衛
郷
鏡
』
が
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
四

　
　
　
月
初
演
、
そ
し
て
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
七
月
に
四
世
鶴
屋
南
北
『
天
竺

吉
　
　
徳
兵
衛
韓
噺
』
が
初
演
さ
れ
て
、
現
在
に
い
た
る
「
天
竺
徳
兵
衛
」
像
が
固

　
　
　
　
　
（
1
3
）

永
　
定
す
る
。

　
　
　
　
そ
れ
を
も
う
ひ
と
り
の
「
天
竺
丸
」
と
し
て
、
し
ん
と
く
丸
と
関
連
付
け

　
　
　
て
論
じ
る
の
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
年
齢

　
　
　
に
つ
い
て
見
て
も
、
彼
ら
は
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ
る
。
信
徳
丸
は
「
十
三
」
の

　
　
　
歳
に
母
を
亡
く
し
、
「
第
三
年
」
の
命
日
を
迎
え
よ
う
と
い
う
時
に
、
「
異

　
　
　
例
」
発
し
て
天
王
寺
に
捨
て
ら
れ
る
。
俊
徳
丸
は
、
「
廿
の
上
は
過
ぎ
ざ
り

　
　
　
し
」
玉
手
御
前
の
「
一
つ
か
二
つ
」
年
下
で
、
「
十
七
八
」
と
あ
る
。
そ
し

　
　
　
て
、
天
竺
徳
兵
衛
は
、
こ
れ
は
確
定
で
き
る
手
が
か
り
に
乏
し
い
が
、

　
　
　
⊇
一
ッ
の
年
」
に
母
夕
浪
に
別
れ
、
夕
浪
は
「
八
年
以
前
」
に
夫
吉
岡
宗
観

　
　
　
と
再
会
し
、
徳
兵
衛
は
天
竺
へ
「
五
年
以
前
吹
流
さ
れ
」
た
と
い
う
「
播
州

高
砂
」
の
船
頭
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
天
竺
徳
兵
衛
の
年
齢
は
、
夕
浪
が
宗

観
と
再
会
す
る
ま
で
の
「
夫
ト
の
行
衛
を
ば
、
尋
ね
さ
ま
よ
ふ
う
き
年
月
」

の
カ
ウ
ン
ト
に
よ
る
わ
け
だ
が
、
『
天
竺
徳
兵
衛
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
「
大
坂

上
塩
町
に
居
住
す
」
る
「
今
は
法
体
し
て
法
名
を
宗
心
」
と
い
う
、
か
つ
て

「
異
名
を
天
竺
徳
兵
衛
」
と
呼
ば
れ
た
播
州
高
砂
の
船
頭
が
「
天
竺
へ
渡
り

始
申
候
は
、
寛
永
三
年
丙
寅
年
十
月
十
六
日
」
の
こ
と
、
「
生
年
十
五
歳
」

で
あ
っ
た
、
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

　
『
天
竺
徳
兵
衛
韓
噺
』
の
初
演
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
『
歌
舞
伎
年
代
記
』

の
記
事
を
引
用
す
る
。

月
若
丸
の
め
の
と
五
百
機
と
、
田
舎
座
頭
徳
都
。
天
竺
徳
兵
衛
。
実
は

宗
観
一
子
大
日
丸
三
や
く
松
助
。
天
ぢ
く
へ
吹
流
さ
れ
し
船
頭
に
て
。

異
国
の
ア
ツ
シ
の
上
に
上
下
を
着
て
出
る
。
（
中
略
）
松
助
万
国
の
咄

を
申
上
る
事
あ
り
。
吉
岡
宗
観
叶
助
に
て
後
に
切
腹
し
て
。
実
は
朝
鮮

の
臣
下
木
曾
官
也
。
久
吉
に
責
亡
さ
れ
、
徳
兵
衛
は
我
子
大
日
丸
と
物

が
た
り
し
て
女
房
夕
浪
左
十
郎
に
て
是
も
自
害
す
。
夫
よ
り
宗
観
が
首

を
松
助
打
お
と
す
。
捕
手
大
ぜ
い
取
巻
と
松
助
。
ゐ
ん
を
む
す
べ
ば
、

上
よ
り
雲
下
り
て
隠
す
。
道
具
替
り
て
樋
の
口
の
左
右
に
大
勢
鎗
を
持

ま
つ
て
ゐ
る
。
ト
樋
の
口
よ
り
大
き
な
ひ
き
墓
。
首
を
く
は
へ
て
出
る
。

鎗
を
つ
き
か
け
る
と
何
れ
も
も
ん
ぜ
つ
し
て
倒
れ
る
。
花
道
に
て
ひ
き

が
い
る
や
ぶ
れ
て
。
松
助
四
て
ん
の
形
に
て
宗
観
が
首
を
提
げ
高
笑
ひ

に
て
幕
。
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「天竺」という意匠∩∩

宗
観
屋
鋪
の
場
お
よ
び
回
襄
手
樋
の
口
の
場
と
呼
ば
れ
て
い
る
場
面
で
、
舞

台
に
登
場
し
た
「
天
ぢ
く
へ
吹
流
さ
れ
し
船
頭
」
が
は
が
ら
ず
も
自
身
の
素

姓
を
教
え
ら
れ
て
、
い
っ
き
に
「
天
竺
徳
兵
衛
」
へ
と
変
貌
を
と
げ
て
ゆ
く

見
せ
場
で
あ
る
。

　
小
池
正
胤
「
い
わ
ゆ
る
「
天
竺
徳
兵
衛
」
も
の
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
は
、

近
松
半
二
こ
そ
「
異
郷
「
天
竺
ヒ
に
「
有
効
」
に
意
義
を
与
え
る
造
型
を

し
た
が
、
南
北
で
は
「
天
竺
新
帰
朝
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
」
は
す
で
に

「
よ
元
全
に
形
骸
化
さ
れ
」
、
「
高
麗
南
蛮
渡
来
の
妖
術
と
い
う
よ
り
も
土
着
化

し
た
「
怪
盗
・
悪
役
天
竺
徳
兵
衛
ヒ
と
な
り
、
「
も
は
や
「
天
竺
徳
兵
衛
」

そ
の
も
の
で
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て

い
る
。
が
、
い
ま
は
そ
う
し
た
作
品
相
互
に
お
け
る
［
「
天
竺
徳
兵
衛
」
　
一

人
の
虚
像
の
造
型
」
と
い
う
点
の
比
較
は
さ
て
お
い
て
、
正
三
か
ら
半
二
を

経
て
現
在
の
定
型
と
な
っ
た
南
北
の
天
竺
徳
兵
衛
と
い
う
、
伝
承
の
ト
ー
タ

ル
な
結
果
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。

　
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、
さ
き
の
引
用
部
に
は
、
正
三
か

ら
半
二
を
経
て
現
在
の
定
型
と
な
っ
た
天
竺
徳
兵
衛
の
基
本
要
素
が
そ
ろ
っ

て
い
る
。
た
と
え
人
物
と
し
て
「
形
骸
化
」
「
－
土
着
化
」
し
た
悪
の
張
本
と

し
て
の
類
型
に
堕
す
と
し
て
も
、
逆
に
そ
の
こ
と
が
結
果
と
し
て
の
伝
承
の

堆
積
を
示
す
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
第
｝
に
は
、
天
竺
帰
り
の
船
頭
が
、
実
は
異
国
の
忠
臣
の
子
で
あ
る
こ
と
。

「
聞
書
往
来
」
は
高
麗
の
遺
臣
正
林
桂
の
子
と
し
、
「
郷
鏡
」
は
「
韓
噺
」
と

同
じ
く
朝
鮮
の
遺
臣
木
曾
官
の
子
と
す
る
。

　
第
二
に
、
蝦
墓
の
妖
術
を
伝
授
さ
れ
、
妖
術
使
い
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
。

　
そ
し
て
、
第
三
に
、
こ
れ
は
第
一
の
点
と
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
あ

る
が
、
彼
ら
の
目
的
が
将
軍
足
利
義
輝
、
関
白
久
次
、
真
柴
久
吉
（
さ
ら
に

「
音
菊
天
竺
徳
兵
衛
」
で
は
足
利
義
政
）
の
殺
害
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
は
た
ん
な
る
家
督
を
め
ぐ
る
御
家
騒
動
の
域
を
越
え
て
、
攻
め
滅
ぼ
さ

れ
た
異
国
の
遺
臣
の
復
讐
で
あ
る
以
上
、
日
本
の
国
家
転
覆
を
企
図
し
て
い

る
こ
と
。

　
ま
ず
第
二
の
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
も
う
ひ
と
り
の
「
天
竺
丸
」
と
し

て
、
し
ん
と
く
丸
の
後
裔
と
し
て
天
竺
徳
兵
衛
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、

さ
き
に
挙
げ
た
年
齢
の
近
似
な
ど
よ
り
、
こ
の
点
に
理
由
か
お
る
。
す
な
わ

ち
、
「
蝦
墓
」
を
媒
介
項
と
す
る
こ
と
で
、
し
ん
と
く
丸
の
「
異
例
」
と
天

竺
徳
兵
衛
の
「
妖
術
」
と
は
連
続
す
る
だ
ろ
う
。
妖
術
使
い
と
い
う
の
も
、

確
か
に
人
と
し
て
の
異
例
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
蝦
墓
は
し
ん
と
く
丸
に
は
異

例
に
よ
る
面
相
の
表
現
で
あ
り
、
天
竺
徳
兵
衛
に
は
妖
術
と
い
う
異
例
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
。

　
「
異
例
」
の
あ
と
の
し
ん
と
く
丸
の
面
相
に
つ
い
て
は
、
実
は
ど
こ
に
も

具
体
的
な
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
異
例
は
具
体
的
に
描
写
す
る
ま
で
も
な
く
、

異
例
と
だ
け
あ
れ
ば
こ
そ
が
え
っ
て
、
「
乙
姫
に
て
な
い
者
が
、
御
身
が
よ

う
な
る
い
み
じ
き
人
に
抱
き
つ
こ
う
ぞ
」
と
い
う
科
白
も
、
聴
衆
／
読
者
の

理
解
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
と
し
て
、
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

俊
徳
丸
の
場
合
に
は
「
曇
悒
し
」
を
形
容
語
に
選
ぶ
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か

し
、
た
と
え
ば
、
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
る
と
き
の
俊
徳
丸
の
あ
の
拵
え
は
、

ど
う
で
あ
ろ
う
。
紫
の
鉢
巻
を
む
す
ん
で
両
目
を
閉
じ
た
俊
徳
丸
の
、
眼
を

中
心
に
ひ
だ
り
片
頬
を
お
お
う
黒
く
変
色
し
て
腫
れ
上
が
っ
た
皮
膚
の
表
現
。

-
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そ
こ
に
は
、
さ
き
に
景
清
に
関
連
し
て
引
用
し
た
『
源
平
盛
衰
記
』
に
端
的

丿2
0
　
　
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
さ
ら
に
折

ぐ
　
　
口
の
小
説
『
身
毒
丸
』
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
一
方
、
蝦
墓
の
妖
術
に
つ
い
て
は
、
高
木
元
『
江
戸
読
本
の
研
究
』
第
三

　
　
　
章
第
三
節
に
「
戯
作
者
た
ち
の
〈
蝦
墓
〉
－
江
戸
読
本
の
方
法
」
が
あ
っ

　
　
　
て
、
「
中
国
の
蝦
墓
仙
人
は
日
本
で
文
芸
化
さ
れ
た
途
端
に
、
得
体
の
知
れ

　
　
　
な
い
妖
術
使
い
の
謀
反
人
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
、
そ
の
端
緒

　
　
　
に
「
島
原
の
乱
を
脚
色
し
た
作
品
で
近
松
の
浄
瑠
璃
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』

　
　
　
（
享
保
四
年
）
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
「
〈
七
草
四
郎
〉
の
妖
術
」
は
、
並

夫
　
木
正
三
「
聞
書
往
来
」
に
徳
兵
衛
が
「
七
草
七
郎
」
と
名
乗
る
妖
術
使
い
で

　
　
　
あ
る
こ
と
の
典
拠
を
な
し
て
お
り
、
天
竺
徳
兵
衛
も
の
に
お
い
て
も
蝦
幕
の

雅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
　
妖
術
は
当
初
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
近
松
半
二
「
郷
鏡
」

吉
　
　
で
の
妖
術
の
呪
文
「
は
ら
い
そ
く
」
は
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
バ
テ
レ
ン
の
妖

永
　
術
を
連
想
さ
せ
る
怪
異
感
の
象
徴
」
（
小
池
）
　
で
あ
り
、
そ
の
怪
異
感
は
そ

　
　
　
の
人
物
の
背
後
に
広
が
っ
て
い
る
未
知
の
「
異
郷
「
天
竺
ヒ
に
さ
さ
え
ら

　
　
　
れ
て
、
天
竺
徳
兵
衛
を
「
に
わ
か
に
観
客
と
は
異
次
元
に
呼
吸
す
る
人
物
」

　
　
　
す
な
わ
ち
「
異
人
妖
術
っ
か
い
」
へ
と
変
貌
さ
せ
る
、
と
述
べ
る
の
が
前
掲

　
　
　
小
池
論
文
で
あ
る
。
南
北
で
は
「
南
無
サ
ツ
タ
ル
マ
グ
ン
ダ
リ
ヤ
、
し
ゅ
ご

　
　
　
す
っ
で
ん
、
は
ら
い
そ
く
」
と
「
い
っ
そ
う
無
意
味
の
奇
怪
さ
に
増
幅
」

　
　
　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
異
郷
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
　
　
吉
岡
宗
観
に
伝
授
さ
れ
る
蝦
墓
の
妖
術
は
、
南
北
（
以
後
）
で
は
秘
儀
化

　
　
　
が
い
ち
じ
る
し
く
、

そ
も
が
ま
の
仙
術
と
い
つ
ぱ
、
そ
の
国
の
名
を
得
し
名
鏡
名
剣
に
、
壬

月
誕
生
の
男
子
の
血
汐
を
取
り
、
ま
つ
だ
蛙
千
匹
の
血
汐
を
合
体
し
て

こ
れ
を
ひ
た
し
所
持
す
る
時
は
、
い
か
な
る
妖
術
行
ふ
も
心
の
ま
ゝ

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
」
の
妙
術
う
け
っ
ぐ
上
は
、
頓
て
日
本
を
く
っ
が

へ
し
、
修
羅
の
妄
執
晴
ら
さ
せ
ま
す
る
」
と
「
む
ほ
ん
を
請
つ
ぐ
徳
兵
衛
」

の
「
大
望
」
は
、
成
就
し
な
い
。
前
掲
高
木
論
文
は
、
「
天
竺
徳
兵
衛
の
妖

術
が
巳
年
巳
月
巳
日
巳
刻
に
生
ま
れ
た
〈
女
〉
の
生
血
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る

と
い
う
趣
向
」
に
「
注
意
」
を
う
な
が
し
、
『
傾
城
島
原
蛙
合
戦
』
が
「
伝

承
的
想
像
力
の
基
盤
」
の
う
え
に
巧
み
に
趣
向
化
し
た
の
と
同
じ
「
蛇
と
の

対
立
抗
争
に
蝦
墓
の
妖
術
が
破
れ
る
と
い
う
構
想
を
持
つ
」
こ
と
、
ま
た

「
対
置
さ
れ
た
蛇
性
は
、
や
は
り
〈
女
〉
の
属
性
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

　
た
し
か
に
「
音
菊
天
竺
徳
兵
衛
」
に
は
、
「
そ
も
そ
も
墓
の
妖
術
を
、
く

じ
く
に
は
巳
の
年
月
日
時
揃
い
し
女
の
生
血
そ
の
身
に
か
ゝ
れ
ば
忽
ち
に
、

妖
術
消
ゆ
る
」
と
あ
っ
て
、
梅
津
掃
部
の
妻
葛
城
の
血
が
蝦
慕
の
妖
術
を
無

効
に
す
る
。
し
か
し
、
「
天
竺
徳
兵
衛
万
里
入
船
」
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
韓

噺
」
の
「
初
演
の
と
き
の
筋
書
」
で
は
「
巳
の
年
月
日
の
揃
っ
た
左
京
の
切

腹
で
、
妖
術
が
破
れ
」
る
の
だ
し
、
「
天
保
期
」
の
台
本
で
あ
る
「
万
里
入

船
」
で
も
「
元
ト
こ
の
尊
像
は
南
天
竺
よ
り
渡
り
し
尊
体
、
巳
の
年
月
揃
ひ

し
男
子
の
血
汐
を
そ
ゝ
ぐ
時
は
、
い
か
な
る
寄
術
も
消
ゆ
る
」
と
あ
っ
て
、

舟
田
五
郎
な
る
小
身
の
武
士
の
血
が
天
竺
徳
兵
衛
の
妖
術
を
く
じ
く
、
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
必
ず
し
も
「
〈
女
〉
の
生
血
」
に
は
限
ら
な
い
よ
う
で
、

71 －
-



「天竺」という意匠2∩
（

し
か
し
蛙
対
蛇
と
い
う
対
立
図
式
は
共
通
し
て
い
て
、
「
壬
月
誕
生
の
男
子

の
血
汐
を
取
り
、
ま
っ
た
蛙
千
匹
の
血
汐
を
合
体
」
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ

る
妖
術
に
対
抗
し
て
、
「
巳
の
年
月
日
時
揃
い
し
」
者
の
「
血
汐
」
が
妖
術

の
無
効
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
俊
徳
丸
に
お
け
る
病
気
快
癒
の
手
だ
て
に
共
通
す
る
論
理
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
「
寅
の
年
寅
の
月
。
寅
の
日
寅
の
刻
に
誕
生
し
た
る
女
の
肝

の
臓
の
生
血
」
が
、
俊
徳
丸
の
異
例
を
解
毒
す
な
わ
ち
無
効
に
す
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
設
定
は
先
行
作
品
「
奔
伶
人
吾
妻
雛

形
」
（
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
七
月
　
並
木
宗
助
・
丈
助
）
に
よ
る
も

の
で
、
「
巳
」
で
は
な
く
「
寅
」
で
は
あ
る
が
、
生
年
月
日
時
が
十
二
支
の

ひ
と
つ
に
揃
う
者
の
生
血
が
、
病
気
や
妖
術
と
い
う
異
例
を
無
効
に
す
る
と

い
う
趣
向
で
あ
る
。
蝦
墓
と
の
関
連
で
は
、
た
し
か
に
「
寅
」
は
「
巳
」
と

あ
る
ほ
う
が
整
合
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
癩
」
病
と
虎
の
組
合
せ
は

北
涼
の
法
盛
訳
『
菩
薩
投
身
餓
虎
起
塔
因
縁
経
』
に
見
ら
れ
る
し
、
そ
れ
は

布
施
行
の
一
典
型
と
し
て
知
ら
れ
る
摩
詞
薩
錘
の
い
わ
ゆ
る
捨
身
飼
虎
の
故

事
に
か
さ
な
る
内
容
で
も
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
設
定
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

（
四
）

　
蝦
幕
の
妖
術
に
関
連
し
て
、
天
竺
徳
兵
衛
に
見
ら
れ
る
異
郷
性
に
つ
い
て

少
し
ふ
れ
た
が
、
第
一
の
点
、
天
竺
帰
り
の
船
頭
が
、
実
は
異
国
の
忠
臣
の

子
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
、
二
重
に
徳
兵
衛
を
コ
」
こ
」
の
外
に
位
置
づ
け

る
。
徳
兵
衛
が
語
る
天
竺
の
よ
う
す
、
『
天
竺
徳
兵
衛
物
語
』
に
依
拠
す
る

そ
れ
は
、
ト
ロ
ン
カ
嶋
－
魔
迦
陀
国
の
竜
砂
河
－
ウ
カ
イ
ソ
ー
デ
ビ
家
体
－

釈
迦
堂
－
釈
迦
堂
町
－
霊
鷲
山
な
ど
の
名
を
あ
げ
て
説
明
す
る
が
、
要
す
る

に
遠
さ
と
大
き
さ
に
よ
る
途
方
も
な
さ
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な

「
こ
こ
」
と
は
違
う
世
界
に
暮
ら
し
て
き
た
徳
兵
衛
、
そ
れ
に
重
ね
る
よ
う

に
そ
の
素
姓
が
明
か
さ
れ
て
、
異
国
の
遺
臣
の
子
と
い
う
血
筋
が
自
覚
さ
れ

た
と
き
、
徳
兵
衛
は
決
定
的
に
フ
」
こ
」
の
外
に
出
て
「
天
竺
徳
兵
衛
」
と

な
る
。

　
そ
も
そ
も
最
初
に
舞
台
に
登
場
し
た
と
き
、
徳
兵
衛
は
「
異
国
の
ア
ツ
シ

の
上
に
上
下
を
着
て
出
る
」
。
「
徳
兵
衛
、
五
十
日
鬘
、
厚
司
、
大
坂
手
甲
脚

絆
、
麻
上
下
を
着
け
た
る
好
み
の
拵
え
」
と
い
う
の
が
、
現
在
も
踏
襲
さ
れ
　
　
一

て
い
る
演
出
で
あ
る
。
「
ア
ツ
シ
」
す
な
わ
ち
「
厚
司
」
は
本
来
、
北
海
　
　
7
0

道
・
東
北
の
山
地
に
自
生
す
る
ニ
レ
科
の
落
葉
高
木
オ
ヒ
ョ
ウ
の
樹
皮
か
ら
　
　
一

採
っ
た
糸
で
織
っ
た
織
物
、
ま
た
そ
れ
で
作
っ
た
ア
イ
ヌ
の
上
衣
の
こ
と
で

あ
る
。
歌
舞
伎
の
衣
装
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
義
経
千
本
桜
」
の
渡
海
屋

銀
平
の
そ
れ
が
代
表
的
で
、
船
乗
り
と
む
す
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
衣
服
だ

が
、
渡
海
屋
銀
平
じ
つ
は
修
羅
よ
り
戻
っ
た
平
知
盛
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
船

乗
り
と
か
船
頭
と
い
う
人
種
の
越
境
性
を
「
不
思
議
な
魅
力
」
と
「
独
特
の

于
不
ル
ギ
ー
の
体
現
者
と
し
て
形
象
」
す
る
ア
イ
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
峠

を
つ
け
る
の
は
領
主
の
家
老
と
か
執
権
職
の
屋
敷
に
参
上
す
る
か
ら
で
、
表

面
の
同
一
化
は
む
し
ろ
そ
の
下
に
あ
る
地
の
異
人
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
天
竺
帰
り
の
、
ア
イ
ヌ
の
厚
司
を
着
け
た
船
頭
が
、
じ
つ
は
朝
鮮
の
遺
臣



（22）

の
子
で
あ
っ
た
Ｉ
こ
う
い
う
人
物
が
、
異
国
の
人
で
あ
る
父
の
遺
志
を
受

け
継
ぐ
と
き
、
第
三
の
点
と
し
て
挙
げ
た
「
謀
反
」
の
質
的
転
換
は
わ
か
り

や
す
い
。

　
た
と
え
ば
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
示
さ
れ
る
空
間
秩
序
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
。
地
理
を
解
説
す
る
巻
第
六
十
二
は
、
ま
ず
「
中
華
」
か
ら

説
き
お
こ
し
、
「
－
華
夷
一
統
図
」
を
か
か
げ
る
。
そ
の
「
明
朝
万
暦
年
中
」

に
描
か
れ
た
と
い
う
図
で
は
、
画
面
の
右
端
上
方
に
「
朝
鮮
」
か
お
り
、
そ

の
下
方
に
「
日
本
」
、
そ
し
て
左
の
ほ
う
に
画
面
の
下
へ
回
り
込
ん
で
「
琉

球
」
、
中
華
世
界
の
果
て
と
し
て
の
左
端
に
「
黄
河
源
」
の
「
星
宿
海
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ャ
ム

夫
　
あ
り
ヽ
そ
の
下
方
に
「
遥
羅
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
中
華
」
各
地
に
つ
い

雅
　
　
で
記
さ
れ
る
の
は
「
大
日
本
国
」
で
、
そ
れ
は
今
の
北
海
道
と
南
西
諸
島
を

　
　
　
除
い
た
「
大
日
本
国
之
図
」
と
と
も
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
「
朝
鮮
国
」
、

吉
　
　
「
琉
球
国
」
、
「
蝦
夷
島
」
と
つ
づ
い
て
、
「
西
域
」
お
よ
び
「
天
竺
」
と
展
開

永
　
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
向
こ
う
と
し
て
、
文
章
に
よ
る
解
説
を
持
た
な
い

　
　
　
「
北
地
諸
状
之
図
」
「
西
南
諸
蛮
之
図
」
が
置
か
れ
る
。
こ
の
配
列
は
、
基
本

　
　
　
的
に
巻
第
十
三
「
異
国
人
物
」
、
巻
第
十
四
「
外
夷
人
物
」
に
お
い
て
も
同

　
　
　
様
で
、
そ
こ
で
は
無
論
日
本
を
中
華
に
く
り
こ
ん
だ
華
夷
秩
序
の
中
で
「
震

　
　
　
且
」
か
ら
「
阿
蘭
陀
」
ま
で
の
諸
地
域
の
人
物
が
絵
入
り
で
配
置
さ
れ
て
い

　
　
　
る
。
「
異
国
」
と
「
外
夷
」
と
は
、
ど
う
ち
が
う
の
か
。
「
外
夷
は
横
文
字
を

　
　
　
用
て
中
華
の
文
字
を
識
ら
ず
、
物
を
食
ふ
に
も
亦
箸
を
用
ひ
ず
し
て
手
づ
か

　
　
　
ら
穫
み
食
ふ
」
（
原
漢
文
１
注
）
、
す
な
わ
ち
漢
字
と
箸
の
使
用
の
有
無
に

　
　
　
よ
っ
て
線
引
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
天
竺
」
は

　
　
　
「
外
夷
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
地
理
を
説
く
部
分
で
は
「
異
国
」
に
準

じ
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
は
、
「
西
南
諸
蛮
之
図
」
に
つ
づ
け
て
「
釈
迦

年
尼
佛
」
お
よ
び
「
付
法
伝
統
三
十
三
祖
」
が
挿
ん
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測

す
れ
ば
、
仏
法
に
対
す
る
崇
敬
の
念
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
天
竺
徳
兵
衛
が
一
身
以
て
表
現
し
て
い
る
「
朝
鮮
」
「
蝦

夷
島
」
「
天
竺
」
と
は
、
華
夷
秩
序
に
お
け
る
西
・
北
・
南
に
そ
れ
ぞ
れ
位

置
す
る
「
異
国
」
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
西
に
位
置
す
る
「
中
華
」
と
南

に
位
置
す
る
「
異
国
」
で
あ
る
「
琉
球
」
は
、
江
戸
の
鎖
国
体
制
の
中
に

あ
っ
て
も
通
交
が
開
か
れ
て
い
た
。
「
朝
鮮
」
に
つ
い
て
は
通
信
使
の
往
来

よ
り
も
、
い
わ
ゆ
る
文
禄
・
慶
長
の
役
の
記
憶
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
の
こ
る
東
に
は
１
　
茫
た
る
海
が
広
が
っ
て
い
る
。

　
気
が
つ
け
ば
フ
ヒ
と
は
、
こ
れ
ら
の
外
部
に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
周
縁
が
画
定
さ
れ
、
内
な
る
一
体
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
形
成
さ

れ
な
い
と
し
て
も
、
取
り
囲
ん
で
い
る
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
「
こ
こ
」
と
し

て
、
ま
る
ご
と
の
対
抗
関
係
に
置
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
ん
と
く

丸
の
伝
承
が
「
天
竺
丸
」
と
の
回
路
を
隠
蔽
す
る
方
向
を
た
ど
っ
た
の
と
は

逆
に
、
そ
の
後
裔
と
し
て
の
天
竺
徳
兵
衛
の
「
天
竺
」
イ
メ
ー
ジ
を
前
景
化

し
た
登
場
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
御
家
騒
動
を
国
家
転
覆
の
物
語
へ
と
み
ち

び
く
転
轍
機
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
―
）

（
２
）

注

巻
六
十
四

イ
ン
ド
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
東
洋
文
庫
『
大
東
西
域
記
』
の
注
に
よ
っ

て
、
堀
謙
徳
『
解
説
西
域
記
』
、
杉
本
直
次
郎
「
天
竺
名
中
国
伝
来
経
路

-
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「天竺」という意匠（23）

　
　
　
考
」
（
『
東
南
ア
ジ
ア
史
研
究
』
　
こ
、
中
村
元
『
イ
ン
ド
古
代
史
』
上
な

　
　
　
と
に
詳
し
い
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
照
ら
し
た

　
　
　
妥
当
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
３
）
　
大
正
三
年
頃
稿
、
「
み
ず
ほ
」
第
八
号
。
文
庫
版
全
集
第
十
七
巻
。

（
４
）
　
「
玉
手
御
前
の
恋
」
。
文
庫
版
全
集
第
十
八
巻
。

（
５
）
　
説
経
テ
キ
ス
ト
は
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』
（
荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
編
注
）

　
　
　
を
用
い
る
。

（
６
）
　
近
代
日
本
文
学
大
系
第
二
巻
『
古
浄
瑠
璃
及
び
舞
の
本
槃
』
所
収
テ
キ
ス

　
　
　
ト
に
よ
る
。

（
７
）
　
平
凡
社
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』
「
信
徳
丸
」

（
８
）
　
テ
キ
ス
ト
は
日
本
名
著
全
集
『
浄
瑠
璃
名
作
集
　
下
』

（
９
）
　
平
凡
社
東
洋
文
庫
『
説
経
節
』
「
信
徳
丸
」
解
説
・
解
題
（
荒
木
繁
）

（
1
0
）
　
以
下
、
説
経
と
『
摂
州
合
法
辻
』
の
主
人
公
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
言
う

　
　
　
と
き
、
か
く
「
し
ん
と
く
丸
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
Ｈ
）
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
説
経
集
』
　
一
六
五
ペ
ー
ジ
の
頭
注

（
1
2
）
　
「
合
邦
と
新
三
」
昭
和
二
十
二
年
八
月
「
日
本
演
劇
」
第
五
巻
第
五
号
。

　
　
　
文
庫
版
全
集
第
十
八
巻

（
1
3
）
　
以
下
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
基
本
的
に
『
鶴
屋
南

　
　
　
北
全
集
』
（
三
一
書
房
）
第
一
巻
所
収
の
「
天
竺
徳
兵
衛
万
里
入
船
」
、
お

　
　
　
よ
び
五
代
目
菊
五
郎
が
明
治
二
十
四
年
十
二
月
に
そ
の
外
題
で
演
じ
て
以

　
　
　
来
踏
襲
さ
れ
て
い
る
「
音
菊
天
竺
徳
兵
衛
」
（
『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
九

　
　
　
巻
）
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
4
）
　
帝
国
文
庫
『
漂
流
奇
談
全
集
』
石
井
研
堂
校
訂

（
1
5
）
　
『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
九
巻
　
解
説
（
戸
板
康
二
）
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
「
言
語
と
文
芸
」
昭
和
五
十
年
六
月

（
1
7
）
　
『
和
漢
三
才
図
会
』
巻
六
十
四
の
「
天
竺
」
の
項
に
は
、
実
在
の
人
物
と

　
　
　
し
て
の
天
竺
徳
兵
衛
に
関
す
る
記
事
か
お
る
が
、
そ
の
前
に
記
さ
れ
て
い

　
　
　
る
の
は
「
耶
蘇
法
流
（
俗
に
云
う
切
死
丹
）
」
に
つ
い
て
の
禁
制
の
記
事

　
　
　
で
あ
る
。

（
1
8
）
『
鶴
屋
南
北
全
集
』
（
三
一
書
房
）
第
一
巻
所
収
の
「
天
竺
徳
兵
衛
万
隼
人

　
　
　
船
」

（
1
9
）
　
『
鶴
屋
南
北
全
集
』
（
三
一
書
房
）
第
一
巻

（
2
0
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
文
楽
浄
瑠
璃
集
』
は
「
募
伶
人
吾
妻
雛
形
」
に
よ

　
　
　
る
設
定
を
述
べ
る
注
の
補
注
（
四
百
頁
）
で
、
ほ
か
に
、
並
木
正
三
の
歌

　
　
　
舞
伎
作
品
「
名
古
屋
織
雛
鶴
錦
」
で
は
「
若
殿
の
病
気
は
生
年
月
日
刻
の

　
　
　
全
部
を
酉
で
揃
っ
た
人
の
血
を
飲
む
と
本
復
す
る
」
こ
と
、
ま
た
「
三
十

　
　
　
石
艦
始
」
で
は
「
亥
揃
い
の
人
の
生
肝
を
父
茂
次
兵
衛
の
白
髪
と
合
わ
せ

　
　
　
て
飲
む
と
、
顔
面
が
変
じ
、
亥
揃
い
の
生
血
を
ね
こ
柳
に
合
わ
せ
て
飲
む

　
　
　
と
、
元
の
顔
に
な
る
と
い
っ
た
趣
向
」
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

［
9
1
］
）
　
南
方
熊
楠
『
十
二
支
考
』
「
虎
に
関
す
る
史
話
と
伝
説
民
俗
」

（
2
2
）
　
「
賢
愚
経
　
摩
詞
薩
埋
以
身
施
虎
縁
品
」
に
詳
し
い
。

（
2
3
）
　
も
っ
と
も
「
万
里
入
船
」
で
は
、
「
徳
兵
衛
、
舟
頭
、
好
の
拵
へ
、
も
め

　
　
　
ん
や
つ
し
、
ち
い
さ
き
麻
上
下
に
て
」
（
傍
点
引
用
者
－
注
）
と
あ
っ
て
、

　
　
　
木
綿
の
着
物
に
本
性
を
隠
し
て
い
る
と
い
う
気
分
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
平
凡
社
『
演
劇
百
科
大
事
典
』
「
厚
司
」
の
項
参
照

（
2
5
）
　
広
末
保
「
墓
と
幻
術
と
反
逆
と
船
頭
」
（
『
辺
界
の
悪
所
』
平
凡
社
所
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
四
年
七
月
）
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