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@ 

「
人
は
ば
け
も
の
」
i

「
践
鶴
諸
闘
は
な
と
の
発
想

内
西
鶴
藷
圏
は
な
し
』
(
貞
享
二
年
刊
)
は
一
一
一
五
話
か
ら
な
る
短
縮
糊
説

話
集
で
あ
る
。
五
巻
五
冊
、
各
巻
に
七
話
ず
つ
配
さ
れ
、
そ
の
全
て
の

話
に
挿
絵
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
拙
・
奇
談
か
ら
成
る
「
雑
話
物
」
と

し
て
扱
わ
れ
、
典
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
ま

で
の
論
は
、
大
雑
把
を
承
知
で
蓄
え
ば
、
西
鶴
が
典
拠
を
ど
う
変
奏
し

て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
西
鶴
の
創
作
方
法
を
考
え
よ
う
と
す
る

も
の
が
主
流
一
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
が
い
か
に

生
成
し
た
か
を
間
い
、
仮
説
を
提
起
し
た
論
文
も
あ
る
。
岸
得
蔵

「
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
」
考
ー
そ
の
出
生
を
た
ず
ね
て
一

B
E
t
h
-

」
(
「
器
語
国
文
」

一
九
老
・
士
一
月
号
の
ち
吋
仮
名
草
子
と
商
鶴
」
〈
成
文
堂

一
九
七
回
〉
所
収
)
・
宗

政
五
十
緒
「
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
」
の
成
立
」
(
吋
一
白
鶴
論
議
」
〈
中
央
公

一
九
妄
〉
)
・
江
本
裕
「
西
鶴
諸
国
は
な
し
|
説
話
的
発
想
に
つ
い

論
社

飯

A、
局

洋

て
|
」
(
「
近
世
文
義
」
第
八
号
、
一
九
穴
一
一
)
ら
が
そ
う
で
あ
る
。
小
論
は
、

こ
れ
ら
の
醸
尾
に
附
し
て
、
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
」
の
発
想
の
一
面
を

論
じ
る
べ
く
、
「
序
文
」
を
あ
ら
た
め
て
読
み
産
し
て
み
た
い
と
思
う
。

た
だ
し
、
「
序
文
」
に
器
開
閣
は
な
し
』
の
発
想
や
方
法
が
原
理
的
に

一
示
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
一
二
五
話
が
同
一
の
主
題
や
方
法

で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
様
だ
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
「
序
文
」
に
は
署
名
が
な
い
。
水
谷
不
慣
が
か
つ
て
み
た
と
い

う
署
名
本
は
現
在
確
認
さ
れ
な
い
。
無
署
名
本
が
流
通
の
形
態
と
し
て

一
般
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
署
名
が
な
い
こ
と

の
意
味
を
一
応
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
「
序

文
」
は
、
こ
の
作
品
(
テ
ク
ス
ト
)
の
本
と
し
て
の
成
立
事
情
に
つ
い



て
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
「
序
文
」
と
し
て
は
特
異
で
あ
り
、
む
し
ろ

こ
の
「
序
文
」
を
、
門
徒
然
草
』
序
段
の
よ
う
に
、
「
西
鶴
諸
国
は
な

し
』
と
い
う
短
編
集
の
最
初
の
は
な
し
と
考
え
た
方
が
い
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
本
文
を
便
宜
的
に
五
つ
に
分
け
て
掲
げ
る
。

① 

世
間
の
広
き
事
、
国
ノ
¥
を
見
め
ぐ
り
で
、
は
な
し
の
種
を
も

と
め
ぬ
。

② 

熊
野
の
奥
に
は
湯
の
中
に
ひ
れ
ふ
る
魚
有
。
筑
前
の
国
に
は
ひ

と
つ
を
さ
し
荷
ひ
の
大
蕪
有
。
豊
後
の
大
竹
は
手
桶
と
な
り
、
わ

か
さ
の
国
に
弐
百
余
歳
の
し
ろ
び
く
に
の
す
め
り
。
近
江
の
圏
堅

田
に
七
尺
五
寸
の
大
女
一
涛
も
あ
り
。
丹
波
に
一
丈
弐
尺
の
か
ら
鮭

の
宮
あ
り
。
松
前
に
百
間
つ
y
き
の
若
和
布
有
。

阿
波
の
鳴
戸
に
竜
女
の
か
け
硯
あ
り
。
加
賀
の
し
ら
山
に
ゑ
ん

ま
わ
う
の
巾
着
も
あ
り
。
信
濃
の
寝
覚
の
床
に
浦
嶋
が
火
う
ち
宮

あ
り
。
か
ま
く
ら
に
頼
朝
の
こ
づ
か
ひ
帳
有
。

都
の
離
職
に
四
十
一
迄
大
振
袖
の
女
あ
り
。

こ
れ
を
お
も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
。

③ ⑤ ④  ①
で
序
の
露
出
き
手
は
、
謡
闘
を
回
っ
て
「
は
な
し
の
種
」
を
「
も
と

め
」
た
と
い
う
。
広
い
「
世
間
」
を
め
ぐ
れ
ば
、
自
分
の
知
ら
な
い
、

驚
く
よ
う
な
「
は
な
し
の
種
」
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
そ
れ
を
求
め

た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
一
爵
い
方
が
す
で
に
特
異
で
あ
る
。
先
行
説
話
集
で

あ
る
選
出
集
抄
」
や
さ
休
諸
国
物
語
』
は
、
西
行
や
一
休
の
旅
の

先
々
で
の
見
聞
を
編
集
し
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
逸
話

を
収
集
す
る
た
め
に
語
り
手
が
旅
に
出
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
間
同
時

た

だ

り

ょ

と

し

ん

き

き

ゅ

う

代
の
諸
国
奇
談
集
の
序
文
を
見
て
も
、
「
喰
旅
途
の
辛
気
は
ら
し
、
休

き

ず

う

た

ん

こ

と

ば

く

は

ひ

ひ

っ

奇
の
雑
談
に
問
事
見
る
事
を
歌
と
な
く
認
と
な
く
壊
筆
に
書
集
て
一

束
に
み
つ
」
(
貞
享
二
年
刊

2
一
小
紙
諸
国
物
語
句
)
、
「
八
十
計
の
翁
の
我
に

ひ
と
し
き
旅
人
お
ほ
く
国
を
め
ぐ
り
し
と
み
え
て
、
あ
る
じ
の
翁
に
む

か
ひ
、
宮
古
よ
り
初
て
諸
国
に
あ
り
こ
し
こ
と
を
物
語
る
に
旅
の
う
さ

を
忘
れ
て
」
〈
貞
享
一
二
年
刊
「
浅
草
拾
遊
物
語
』
)
、
「
こ
の
尼
諸
国
に
て
見

開
し
け
る
事
、
す
せ
う
よ
り
始
て
哀
な
る
事
お
か
し
き
事
、
あ
る
は
え

ん
な
る
し
な
、
ま
た
は
琵
く
妙
な
る
な
ど
、
ひ
と
つ
/
¥
よ
り
物
が
た

り
け
る
を
」
(
貞
享
四
年
刊
額
一
伽
比
丘
尼
』
)
等
等
、
奇
談
収
集
の
目
的

で
旅
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
西
鶴
作

品
の
中
に
お
い
で
さ
え
特
異
で
あ
る
。

「
西
鶴
諸
国
は
な
し
」
は
こ
れ
ら
の
廻
国
欝
や
諸
国
説
話
収
集
姿
勢

を
転
倒
し
た
発
想
で
、
「
は
な
し
の
謹
」
を
求
め
る
た
め
に
旅
を
し
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
俳
譜
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
求

め
た
の
は
「
は
な
し
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
「
は
な
し
の
麓
」
で
あ
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る
。
「
人
の
こ
こ
ろ
を
種
と
し
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
は
と
な
」
(
「
古
今

和
歌
集
同
序
)
っ
て
歌
が
生
成
す
る
よ
う
に
、
「
は
な
し
の
種
」
を
あ
つ

め
て
、
「
は
な
し
」
と
い
う
花
を
咲
か
せ
る
の
だ
と
と
れ
る
(
象
徴
的

な
の
は
、
最
終
話
巻
五
の
七
「
銀
が
落
と
し
て
あ
る
」
で
あ
る
。
財
産
を
築

く
の
に
お
金
を
拾
う
の
が
よ
い
と
吹
き
込
ま
れ
た
男
が
、
江
戸
に
下
っ
て
本

気
で
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
「
人
宿
」
の
亭
主
が
「
は
る

戸
¥
正
直
に
く
だ
る
心
ざ
し
」
に
感
心
し
て
「
唱
の
種
に
」
近
所
の
衆
と

明
小
判
五
両
出
し
合
」
っ
て
拾
わ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
拙
の
種
」
を
撒

い
て
は
な
し
に
成
長
さ
せ
よ
う
と
い
う
拙
創
作
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
で

は
な
い
か
)
。
「
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
一
の
四
「
慰
み
改
て
唱
の
点
取
」

が
兼
題
の
唱
の
勝
負
に
血
眼
に
な
る
男
の
話
だ
っ
た
が
、
こ
れ
に
う
か

が
え
る
よ
う
に
、
「
は
な
し
」
は
工
夫
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
は
な
し
」
で
は
な
く
「
は
な
し
の

種
」
を
集
め
る
と
い
う
点
も
、
他
の
諸
国
奇
談
集
の
序
文
と
一
一
躍
を
菌

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

f人はばけもの」

旅
は
全
国
各
地
に
及
び
、
⑦
⑤
で
列
挙
し
て
い
く
よ
う
な
モ
ノ
(
つ

ま
り
こ
れ
が
附
の
種
で
あ
る
)
が
実
際
に
有
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
も
と
め
」
た
結
果
「
有
」
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
偶
然
見
つ
か

っ
た
も
の
で
は
な
い
。
諸
麗
を
め
ぐ
っ
て
、
人
々
に
尋
ね
、
探
し
求
め

た
結
果
で
あ
る
。
⑦
③
で
列
挙
し
た
モ
ノ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
岸
得
蔵

「
吋
西
鶴
諸
閣
は
な
し
」
考
ー
そ
の
出
生
を
た
ず
ね
て
|
」
を
は
じ
め
と

し
て
考
証
が
進
み
、
こ
れ
ら
の
モ
ノ
が
文
献
的
に
確
認
さ
れ
る
こ
と

|
|
つ
ま
り
は
、
西
鶴
の
創
作
で
は
な
く
実
際
に
あ
り
う
る
も
の
で
あ

る
こ
と
!
ー
が
判
明
し
て
い
る
。

②
は
常
識
で
は
容
在
し
な
い
尺
度
の
モ
ノ
が
実
在
し
た
と
い
う
こ
と

(
こ
の
中
に
は
「
弐
百
余
歳
の
し
ろ
び
く
に
」
「
七
尺
五
寸
の
大
女
房
」
と
い

う
〈
人
〉
も
存
在
す
る
が
、
④
の
「
大
振
袖
の
女
」
と
同
類
で
は
な
く
、
大

蕪
や
大
竹
に
類
す
る
存
在
で
あ
る
)
。
③
は
伝
承
さ
れ
て
は
い
て
も
存
在

の
信
じ
が
た
い
も
の
が
実
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
②
や
③
に
お

い
て
書
き
手
は
、
世
間
は
広
く
、
そ
こ
に
は
ど
ん
な
も
の
で
も
あ
る
の
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だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

し
か
し
半
面
で
書
き
手
は
、
北
は
松
前
か
ら
南
は
筑
前
ま
で
、
途
方

も
な
い
長
い
旅
を
し
、
捜
し
求
め
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
そ
ノ
の
実
在

は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
一
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
闇
/
¥
を
み

め
ぐ
り
て
」
の
諾
は
書
き
手
の
持
持
に
と
っ
て
重
い
こ
と
ば
で
あ
る
。

世
の
中
に
は
と
ん
で
も
な
い
も
の
が
実
在
す
る
、
だ
が
そ
れ
を
確
か
め

る
に
は
並
々
な
ら
ぬ
覚
憶
と
行
動
力
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
言
葉
の
綾
で
、
実
際
は
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
全
冨

行
脚
を
し
た
結
果
「
は
な
し
の
種
」
が
集
ま
っ
た
こ
と
を
審
い
て
い
る

と
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
あ
え
て
そ
う
い



き
方
を
選
ん
で
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
「
都
の
嵯
峨
に
」
「
四
十
一
迄
大
振
.

袖
の
女
」
が
い
た
。
従
来
か
ら
一
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
最
後
の

事
例
だ
け
が
、
他
と
並
列
的
で
は
な
い
。
こ
こ
に
「
序
文
」
の
屈
曲
点

が
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
③
に
続
い
て
、
「
こ
れ
を

お
も
ふ
に
世
間
は
広
し
、
世
に
な
い
物
は
な
し
」
と
す
れ
ば
、
こ
の

「
序
文
」
は
屈
折
の
な
い
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
異
質
な
も
の
が
こ
こ
で
登
場
し
た
の
か
。
有
働
裕
は

「
嵯
峨
の
「
臨
十
一
迄
大
張
袖
の
女
」
に
至
つ
て
は
、
も
は
や
不
可
思

議
な
低
承
さ
え
も
伴
っ
て
い
な
い
。
ど
こ
に
で
も
有
り
が
ち
な
現
実
の

一
様
相
、
と
ま
で
断
定
し
て
は
一
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
」
と
一
言
い
、
こ
れ

を
「
は
な
し
の
種
」
と
し
て
打
ち
出
す
「
は
な
し
手
自
身
が
提
示
さ
れ

て
い
る
」
と
い
う
(
「
西
鶴
は
な
し
の
想
像
力
同
〈
鎗
林
審
一
房
一
九
九
八
〉
)
。

し
か
し
、
一
方
で
「
再
読
し
て
ぞ
っ
と
す
る
の
は
詔
一
十
一
迄
大
振
袖

の
女
』
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
」
(
「
対
訳
西
鶴
全
集
五
」
解
説
一
九
八
一
一
一
、
新

版
)
と
、
こ
の
事
例
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
さ
を
述
べ
る
も
の
も
あ
り
、

こ
れ
を
承
け
て
森
田
雅
告
は
?
」
の
「
離
職
」
の
「
女
」
の
逸
脱
し
た

若
作
り
ぶ
り
は
、
非
常
識
の
域
を
は
る
か
に
こ
え
、
日
常
に
あ
る
怪
奇

マ
ル
ジ
ユ

で
す
ら
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
い
う
(
辺
西
鶴
諮
問
は
な
し
」
の
余
白

i
ー
そ
の
序
文
か
ら
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
1
1
1
」
「
臼
本
文
芸
研
究
」
印
巻

4
号

一九九九〉。

こ
の
部
分
を
ど
う
読
む
か
は
、
「
序
文
」
全
体
の
中
で
考
え
て
い
く

べ
き
だ
ろ
う
。
肝
要
な
こ
と
は
、
書
き
手
が
旅
す
る
こ
と
で
求
め
た

「
は
な
し
の
種
」
の
数
々
の
最
後
に
お
か
れ
た
こ
の
事
例
の
み
は
、
探

し
求
め
た
結
果
見
つ
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
偶
然
に
書
き
手
の
前
に

立
ち
現
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
理
由

は
、
⑤
の
「
こ
れ
を
お
も
ふ
に
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な

し
」
に
あ
る
。
大
按
袖
の
女
が
な
ぜ
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
認
識

を
引
き
出
す
の
か
。
そ
れ
を
「
は
な
し
手
」
が
そ
う
思
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
考
え
て
も
い
い
し
、
十
分
奇
琵
な
事
例
だ
と
考
え
て
も
か
ま
わ
な

い
。
た
だ
、
諸
臨
を
自
ら
な
く
て
も
、
畿
舟
で
あ
る
都
の
蝶
蛾
の
よ
う

な
と
こ
ろ
に
、
日
常
的
な
あ
り
方
と
し
て
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う

に
足
る
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
に
書
き
手
が
欝
撃
を
受
け
、
「
世
に
な
い

物
は
な
し
」
と
い
う
認
識
に
結
び
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
の
際

重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
あ
げ
ら
れ
た
事
例
は
す
べ
て
畿
外
で

あ
る
。
「
序
文
」
が
は
じ
め
か
ら
列
挙
し
て
き
た
数
々
の
諸
国
の
モ
ノ

の
珍
し
さ
は
、
こ
こ
で
一
気
に
色
あ
せ
て
、
「
は
な
し
の
種
」
に
は
な

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
人
は
ぼ
け
も
の
」
で
あ
り
、
そ

こ
に
こ
そ
「
は
な
し
の
種
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
も
求
め
ず

し
て
存
在
し
た
ゆ
え
に
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
。
骨
一
一
宙
き
手
は
そ
れ
に
最
後
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に
気
づ
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
書
き
手
が
た
ど
り
つ
い
た
は
な
し
の
認
識
、
「
は
な
し

の
額
」
の
探
索
の
物
語
が
審
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
体
安

ひ
と
つ
の
は
な
し
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
の
も
、

積
み
重
ね
て
き
た
「
は
な
し
の
種
」
の
探
索
の
果
て
に
、
最
も
は
な
し

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
「
人
」
の
持
つ
「
ば
け
も
の
」
性
が
発
現

す
る
話
だ
っ
た
と
い
う
オ
チ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
こ
と
に

新
し
い
諸
国
奇
談
の
警
に
ふ
さ
わ
し
い
巻
頭
話
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

〉
叶
ノ
。

f人はばけもの」

か
ね
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
序
文
」
が
、
巻
一
ニ
の
六
「
八
畳

敷
の
蓮
の
葉
」
の
読
み
と
か
か
わ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
話

は
一
一
一
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
①
吉
野
山
に
庵
を
結
ぶ
和
尚
の
も
と
で
人
々

が
煎
茶
に
臼
を
暮
ら
し
て
い
る
と
、
茶
臼
の
心
木
の
穴
か
ら
細
い
蛇
が

出
て
柚
子
の
木
を
登
り
雲
に
消
え
る
。
里
の
人
々
が
駆
け
つ
け
て
「
竜

が
昇
天
し
た
」
と
騒
ぎ
に
な
る
。
②
そ
の
騒
ぎ
を
和
尚
が
笑
っ
て
「
広

い
世
界
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
」
と
し
て
、
諸
国
の
珍
物
を
列
挙
す
る
さ

の
部
分
が
「
序
文
」
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
)
。
③
む
か
し
嵯
峨
の
策
彦

和
尚
が
入
唐
後
に
信
長
の
前
で
、
巨
大
な
蓮
の
葉
の
話
を
す
る
と
、
信

長
が
笑
う
。
策
彦
は
次
の
摺
で
涙
を
流
し
、
そ
の
理
由
を
関
か
れ
て

「
信
長
公
天
下
を
御
し
り
あ
そ
ば
す
程
の
御
心
入
に
は
、
ち
い
さ
き
事

の
思
は
れ
、
沼
を
酒
す
」
と
い
う
。
③
は
②
の
和
尚
の
話
の
一
部
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
和
尚
の
話
は
②
で
お
わ
り
、
③
は
地
の
文
と

解
す
る
余
地
も
あ
る
。
租
尚
の
い
う
「
広
き
世
界
」
の
珍
物
の
延
長
上

に
巨
大
な
蓮
の
葉
が
あ
る
の
に
、
そ
の
話
が
信
長
に
よ
っ
て
笑
わ
れ
る

と
い
う
構
図
は
、
信
長
が
「
広
き
世
界
を
克
ぬ
」
嬢
小
な
人
物
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
以
外
に
は
理
解
し
に
く
い
。
し
か
し
、
そ

う
す
る
と
、
策
彦
は
信
長
の
心
の
小
さ
き
を
嘆
い
て
涙
を
流
し
た
と
い

う
説
に
与
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
「
名
僧
」
の
話
と
し
て
は

あ
ま
り
面
白
く
な
い
の
で
あ
る
。
巨
大
な
蓮
の
葉
は
、
②
の
珍
物
の
流

れ
に
あ
り
、
諸
国
ど
こ
ろ
か
海
外
ま
で
実
際
に
行
っ
て
初
め
て
実
見
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
話
を
信
長
が
笑
い
、
策
彦
は
渡

を
流
す
。
前
述
の
よ
う
に
信
長
の
心
の
小
さ
さ
を
嘆
い
た
涙
な
の
か
、

あ
る
い
は
信
長
の
気
宇
壮
大
さ
に
比
べ
れ
ば
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
の

話
な
ど
小
さ
い
と
気
づ
い
て
感
動
し
た
涙
な
の
か
、
再
説
が
あ
る
。
信

長
は
な
ぜ
笑
い
、
策
彦
は
な
ぜ
泣
い
た
の
か
。
こ
の
解
釈
に
お
い
て
非

常
に
興
味
深
い
説
を
宮
浮
照
恵
が
提
唱
し
て
い
る
。
蓮
の
葉
は
太
乙
真

人
蓮
葉
図
の
パ
ロ
デ
ィ
で
、
信
長
の
笑
い
は
釈
迦
の
拾
花
を
迦
葉
が
一

人
理
解
し
て
破
顔
微
笑
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
策
彦
の

涙
は
、
信
長
の
気
性
か
ら
連
想
さ
れ
る
後
援
醐
天
皇
を
思
い
浮
か
べ
て

の
「
意
志
的
な
涙
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
(
「
門
西
鶴
諸
国
は
な
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し
』
唱
の
創
作
「
八
畳
敷
の
蓮
の
葉
」
の
構
想
と
素
材
l
」
「
北
星
論
集
」

第
お
号
一
九
九
九
)
。
信
長
の
笑
い
と
策
彦
の
涙
の
関
係
が
迂
遠
な
感
じ

は
否
め
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
出
て
く
る
の
も
、
こ
の
場
面
が

謎
に
満
ち
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

①
か
ら
の
流
れ
で
考
え
て
み
よ
う
。
躍
に
集
ま
り
煎
茶
を
楽
し
む
連

中
と
吉
野
の
法
師
、
信
長
と
策
彦
。
と
も
に
後
者
が
前
者
に
広
い
世
界

の
話
を
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
法
師
は
笑
い
、
策
彦
は
泣
く
(
信
長

が
寒
つ
)
の
で
あ
る
。
法
師
と
同
様
に
、
策
彦
は
信
長
に
未
知
の
世
界

を
教
え
よ
う
と
し
た
の
に
、
信
長
に
笑
わ
れ
た
こ
と
で
、
立
場
が
逆
転

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
話
を
並
列
的
な
陪
と
す
る
の
は

や
は
り
無
理
が
あ
ろ
う
(
③
を
地
の
文
と
解
し
た
い
所
以
で
あ
る
)
こ
れ

は
、
「
序
文
」
に
お
い
て
珍
し
い
モ
ノ
の
羅
列
が
、
都
の
大
振
袖
の
女

に
よ
っ
て
無
化
し
て
し
ま
う
状
況
と
似
て
い
る
。
策
彦
の
話
を
聞
い
て

驚
く
の
で
は
な
く
笑
う
信
長
こ
そ
が
、
「
ば
け
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
。

ま
さ
に
「
天
下
を
御
し
り
あ
そ
ば
す
程
の
」
大
き
さ
に
比
べ
れ
ば
、

「
八
畳
」
は
小
さ
い
で
は
な
い
か
。
「
天
下
を
御
し
り
あ
そ
ば
す
」
こ
と

が
「
ば
け
も
の
」
の
所
以
で
あ
る
。
「
序
文
」
の
モ
チ
ー
フ
の
再
現
、

こ
れ
が
「
八
畳
の
蓮
の
葉
」
で
あ
る
。
信
長
が
な
ぜ
笑
っ
た
か
と
い
う

こ
と
は
、
あ
る
い
は
西
鶴
が
答
え
を
用
意
し
て
い
る
に
し
ろ
、
読
者
は

と
り
あ
え
ず
謎
の
ま
ま
残
し
て
お
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
ば

げ
も
の
」
の
不
可
解
さ
を
残
す
と
こ
ろ
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
だ
。
な
お
、
③
を
地
の
文
と
解
し
た
と
き
、
唱
し
手
の
存
在
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
類
話
の
並
列
と
見
せ
か
け
た

逆
転
で
、
「
吉
野
の
奥
山
に
あ
り
し
事
」
が
相
対
化
さ
れ
、
「
名
僧
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
「
序
文
」
を
補
助
穏
に
し
て
「
八
畳
の

蓮
の
葉
」
を
読
め
ば
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
序
文
」
に
戻
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
四
十
過
ぎ
ま
で
大
振
袖
の
女

を
化
け
物
と
見
る
発
想
は
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
散

文
の
第
一
作
『
好
色
一
代
男
」
巻
一
の
一
「
げ
し
た
所
が
恋
の
は
じ
ま

り
」
に
、
世
の
介
の
父
夢
介
ら
が
か
ぶ
き
者
と
し
て
京
の
町
を
練
り
歩

く
場
面
で
「
化
物
が
通
る
と
は
ま
こ
と
に
是
ぞ
か
し
」
と
語
り
手
が
一
一
言

う
。
「
或
時
は
若
衆
出
立
、
姿
、
を
か
え
て
、
墨
染
の
長
袖
、
又
は
、
た

て
髪
か
つ
ら
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
扮
装
し
て
い
る
姿
を
「
化
物
」
と
称

す
る
の
は
、
「
大
振
袖
」
を
着
る
四
十
す
ぎ
の
女
と
通
底
す
る
。
西
鶴

が
「
入
」
一
を
つ
は
け
も
の
」
と
呼
ぶ
と
き
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多

い
。
「
好
色
五
人
女
』
巻
一
の
一
ニ
「
太
鼓
に
よ
る
翻
子
舞
」
で
は
、
花

見
に
着
飾
っ
て
出
か
け
る
女
達
の
こ
と
を
「
花
は
見
ず
に
見
ら
れ
に
行

は
今
の
世
の
人
心
な
り
。
兎
角
女
は
化
物
姫
路
の
於
佐
賀
部
狐
も
か
へ

怒
り

t仰
刊

νぃ4
F

っ
て
眉
毛
よ
ま
る
べ
し
」
と
い
い
、
「
好
色
一
代
女
」
巻
六
の
一
「
暗
女

か

援

は

〈

ふ

ん

た

け

な

が

は
昼
の
化
物
」
は
章
題
だ
が
、
「
見
に
白
粉
盾
の
霞
摺
柑
了
尺
長
の
ひ
ら
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「入はぱけもの」

も
と
ゆ
ひ

撃
を
広
畳
に
掛
て
、
梅
花
香
の
雫
を
ふ
く
ま
せ
、
象
牙
の
さ
し
櫛
大

よ

ろ

ず

が

っ

て

ん

き
に
万
気
を
つ
け
て
捺
へ
、
衣
類
と
か
し
ら
は
格
別
に
違
ひ
、
ム
ロ
点

都
の
ご
と
し
。
是
い
か
な
る
女
房
や
ら
ん
と
子
細
を
尋
し
に
、
い
づ
れ

も
世
間
を
し
の
ぶ
暗
物
女
と
い
へ
り
」
と
描
写
さ
れ
る
の
も
、
間
類
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
化
粧
や
扮
装
に
よ
っ
て
別
の
人
格
に
変
身
す
る
こ

と
を
「
人
は
化
物
」
と
称
す
る
例
で
あ
る
。
「
好
色
盛
衰
記
」
巻
一
の

コ
一
の
冒
頭
「
黒
衣
を
着
す
れ
ば
出
家
、
烏
帽
子
し
ら
は
り
着
れ
ば
神

主
、
長
剣
さ
せ
ば
侍
と
成
、
世
に
人
ほ
ど
化
物
は
な
し
」
の
一
言
葉
が
最

も
明
快
で
あ
ろ
う
。
比
轍
的
な
言
い
方
で
、
状
況
が
人
間
を
代
え
る
と

い
う
認
識
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
好
色
五
人
女
』
巻
一
の
三
の
例
は
、

人
と
化
物
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
可
笑
し
さ
が
あ
る
。
本
物
の
化
け

物
が
負
け
て
し
ま
う
く
ら
い
の
「
ば
け
も
の
」
性
を
人
が
持
っ
て
い
る

と
い
う
文
脈
は
、
「
序
文
」
の
論
理
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

奇
談
の
集
成
を
企
て
る
こ
と
を
装
う
吋
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
が
、
一

貫
し
て
「
人
は
ば
け
も
の
」
性
を
押
し
出
し
て
い
る
と
い
う
の
は
無
理

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
一
般
的
な
奇
談
集
の
中
に
「
人
は
ば
け
も
の
」
を

織
り
込
む
こ
と
で
、
そ
れ
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
巻
一
の

四
「
傘
の
御
託
室
」
は
神
と
な
っ
て
娘
を
さ
し
だ
せ
と
ご
託
宣
す
る
傘

(
こ
れ
は
一
種
の
化
け
物
で
あ
る
)
に
、
色
後
家
が
一
夜
奉
仕
す
る
が
、

情
け
が
な
か
っ
た
と
し
て
傘
を
引
き
破
る
と
い
う
、
娯
笑
の
う
ち
に
終

わ
る
話
で
あ
る
が
、
「
後
家
」
と
い
う
表
徴
を
も
っ
人
間
の
、
度
肝
を

抜
く
よ
う
な
行
為
を
描
い
て
、
「
人
は
ば
け
も
の
」
の
例
話
に
ふ
さ
わ

し
い
。
巻
二
の
六
「
男
地
蔵
」
は
京
都
北
野
に
隠
棲
す
る
男
が
、
娘
を

連
れ
去
っ
て
は
数
時
後
に
返
す
と
い
う
不
可
解
の
行
動
を
す
る
が
、
自

撃
者
は
彼
を
「
菅
笠
を
着
て
、
耳
の
な
が
き
女
と
、
見
る
も
あ
り
。
い

や
見
の
黒
き
、
自
の
ひ
と
つ
あ
る
も
の
と
、
と
り
ど
り
に
姿
を
見
番

ぬ
」
と
、
ま
さ
に
先
の
「
人
は
ば
け
も
の
」
の
ケ
ー
ス
に
適
う
描
写
が

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
思
議
の
沙
汰
」
に
酋
鶴
は
解
決
を
与
え
ず

読
者
に
謎
を
残
し
て
い
る
。
巻
五
の
二
「
恋
の
出
店
」
は
、
有
能
な
荷

人
の
長
兵
衛
の
も
と
に
、
「
素
紙
子
ひ
と
つ
に
、
深
編
笠
着
た
る
男
」

が
、
「
少
し
の
無
心
」
を
し
に
来
る
。
す
ぐ
に
承
諾
す
る
と
、
浪
人
は

娘
の
婿
に
な
っ
て
く
れ
と
突
然
言
い
出
す
。
娘
は
絶
世
の
美
女
で
あ

り
、
持
参
金
五
百
荷
を
持
っ
て
く
る
。
男
は
娘
に
「
今
日
よ
り
世
に
、

親
あ
り
と
お
も
ふ
な
と
い
ふ
声
の
下
よ
り
、
髪
を
き
」
っ
て
行
方
知
れ

ず
に
な
る
。
男
の
出
で
立
ち
は
「
人
は
ば
け
も
の
」
認
識
を
想
起
さ
せ

る
が
、
こ
れ
も
ま
た
謎
を
残
し
て
い
る
。
西
鶴
が
仮
に
答
え
を
用
意
し

て
い
た
と
し
て
も
、
謎
を
謎
と
し
て
残
し
た
ま
ま
読
む
の
が
、
「
人
は

ば
け
も
の
」
を
味
わ
う
読
み
方
で
は
な
い
か
。
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で
は
西
鶴
は
な
ぜ
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
認
識
を
獲
得
し
え
た

の
か
。
ひ
と
つ
の
想
像
を
記
し
て
こ
の
稿
を
閉
じ
た
い
。
西
鶴
は
他
の



作
品
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
俳
諮
的
な
発
想
契
機
で
こ
れ
を
獲
得

し
た
と
捉
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
俗
掠
氏
」
と
し
て
の
「
好
色
一
、

代
男
円
吋
ニ
十
四
孝
」
の
反
転
で
あ
る
「
本
朝
二
十
不
孝
』
の
よ
う

に
、
『
諸
国
は
な
し
同
に
も
何
ら
か
の
本
説
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

2
子
、
治
拾
遺
物
語
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
「
人
は
ば
け
も
の
」
と
い
う
視
点
に
注
目
し
た
と
き
、
筆

者
は
、
そ
の
候
補
と
し
て
た
と
え
ば
設
相
国
百
物
語
』
(
延
宝
五
年
、
京

菊
屋
七
郎
兵
衛
刊
)
を
挙
げ
て
み
た
い
。
缶
本
の
少
な
い
「
諸
国
百
物

語
』
を
西
鶴
が
意
識
し
て
い
た
可
能
性
を
云
々
す
る
こ
と
に
は
異
論
も

あ
ろ
う
が
、
「
諸
国
」
を
罷
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
ば
け
物
」
話

を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
実
際
「
諸
国
百
物

語
」
に
は
「
ば
け
物
」
と
い
う
語
が
額
出
す
る
。
巻
一
の
ニ
十
話
を
と

っ
て
み
れ
ば
、
「
ば
け
物
」
八
併
、
「
へ
ん
げ
の
物
」
二
例
、
「
亡
霊
」

ニ
例
、
天
狗
、
き
つ
ね
、
亡
魂
、
幽
霊
な
ど
が
各
一
例
で
、
圧
倒
的
に

「
ば
け
物
」
と
い
う
こ
と
ば
が
多
い
。
吋
武
道
伝
来
記
』
巻
五
の
四
で
、

「
化
物
の
出
る
百
物
語
と
や
ら
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
百
物
語
と
い

え
ば
化
け
物
と
い
う
連
想
は
ご
く
普
通
で
あ
っ
た
。

諸
国
に
わ
た
る
化
物
相
の
集
成
と
い
う
先
例
が
あ
っ
た
。
諮
問
奇
談

集
を
企
画
し
た
語
鶴
は
、
定
番
的
諸
菌
化
物
帥
別
で
あ
る
「
諸
国
百
物

語
」
を
俳
語
化
す
る
発
想
で
本
作
を
構
想
し
た
の
で
は
な
い
か
。
俳
諮

化
と
は
化
け
物
を
怖
が
っ
て
い
る
人
間
が
実
は
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
化

け
物
だ
と
い
う
逆
転
の
発
想
で
あ
る
。
怪
談
の
ひ
と
つ
の
流
れ
は
化
物

の
存
在
を
否
定
す
る
弁
惑
物
を
生
む
(
貞
享
三
年
刊
空
白
今
百
物
語
評

判
」
な
ど
)
が
、
読
物
と
し
て
は
「
不
思
議
」
を
な
く
す
方
向
に
な
っ

て
し
ま
う
。
西
鶴
は
世
の
介
の
父
の
よ
う
な
「
ば
け
物
」
(
「
好
色
一
代

男
」
巻
一
の
ご
を
奇
談
集
に
交
え
、
そ
れ
を
種
と
し
て
は
な
し
を
作

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

〔
い
い
く
ら
・
ょ
う
い
ち
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