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は
じ
め
に

五
年
弱
の
海
外
滞
在
の
後
、
明
治
四
十
一
年
に
帰
国
し
た
永
井
荷
風
は
、

そ
の
帰
国
直
後
の
作
品
群
の
中
に
、
殊
更
と
も
思
え
る
ほ
ど
の
文
明
批
評

的
な
言
辞
を
挟
み
込
ん
で
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
―
つ
の
作
品
の
題
に
も

な
っ
た
当
時
の
日
本
の
状
況
へ
の
「
冷
笑
」
の
態
度
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
が
、
当
時
の
荷
風
の
、
小
説
を
通
し
て
の
社

会
と
の
関
わ
り
方
を
何
ら
か
の
形
で
示
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

「
冷
笑
」
と
い
う
態
度
を
選
択
し
た
際
、
同
じ
日
本
の
状
況
下
に
あ
る
作

家
永
井
荷
風
自
身
の
立
場
は
、
実
に
厄
介
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
抱
え
込
む
こ

と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
自
ら
が
現
在
「
冷
笑
」
し
て
い
る
対
象
が
、

同
時
に
自
ら
の
存
在
の
基
盤
を
支
え
る
「
現
代
の
日
本
」
そ
の
も
の
に
相

違
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
に
気
付
い
た
作
家
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
孤
絶
感

を
感
じ
、
し
か
し
な
が
ら
ど
う
に
か
し
て
こ
の
対
社
会
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ

を
も
作
品
化
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
こ
の
「
冷
笑
」
の

を
通
し
て

真

銅

正

宏

態
度
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
「
文
明
批
評
」
と
い
う
作
家

の
側
か
ら
の
一
方
向
の
視
線
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
「
批
評
」
が
批
評
す

る
作
家
に
も
返
っ
て
く
る
両
刃
の
作
用
を
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
改
め

て
考
察
が
加
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
は
そ
の
「
冷
笑
」
の
態
度
の
再
点
検
で
あ
る
。
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比
較
の
た
め
、
少
し
早
い
時
期
の
小
説
中
か
ら
、
「
冷
笑
」
と
い
う
語

の
、
荷
風
自
身
の
用
例
を
い
く
つ
か
拾
い
だ
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
あ
ら
、
可
く
つ
て
よ
。
麗
子
さ
ん
の
癖
は
何
で
も
人
の
事
を
冷
笑

す
る
ん
だ
か
ら
…
…
。
」

（
『
夜
の
心
』
初
出
明
治
三
十
六
年
七
月

用
者
、
以
下
三
編
も
同
様
）

「
新
小
説
」

傍
点
引

彼
が
目
掛
け
た
或
子
爵
の
令
嬢
と
云
ふ
の
は
彼
が
最
も
冷
笑
す
る
島



国
の
大
学
卒
業
生
と
結
婚
し
て
了
っ
た
。

（
『
船
房
夜
話
』
初
出
明
治
―
―
―
十
七
年
四
月

後
に
『
あ
め
り
か
物
語
』
所
収
）

「
文
芸
倶
楽
部
」

全
体
が
小
作
り
で
頚
の
長
い
願
の
高
慢
ら
し
く
尖
っ
た
眼
の
大
き
い

円
顔
で
、
小
く
て
堅
く
締
つ
た
口
許
に
は
何
か
冷
笑
す
る
や
う
な
諷
刺

が
含
ま
れ
て
居
る

（
『
旧
恨
』
初
出
明
治
四
十
年
五
月

か
物
語
』
所
収
）

「
太
陽
」

後
に
『
あ
め
り

晴
渡
っ
た
青
空
の
下
を
歩
い
て
居
る
街
の
女
は
何
れ
も
此
れ
も
（
中

略
）
わ
ざ
と
自
分
を
冷
笑
す
る
為
に
絹
の
靴
足
袋
を
見
せ
る
の
か
と
思

は
れ
た
。

（
『
寝
覚
め
』

収）

初
出
明
治
四
十
一
年
八
月

『
あ
め
り
か
物
語
』
所

右
の
四
つ
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
荷
風
が
洋
行
す
る
直
前
、
あ
る
い
は

そ
の
途
上
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
荷
風
は
こ
の
時
点
で
は
勿
論
ま
だ
、
所

謂
「
新
帰
刺
者
」
で
は
な
い
。
当
時
の
小
説
家
と
し
て
の
荷
風
は
、
登
場

人
物
に
対
し
て
、
字
義
に
ほ
ぼ
忠
実
に
こ
の
「
冷
笑
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
右
の
四
つ
の
用
例
の
う

ち
三
つ
ま
で
が
、
女
性
の
態
度
に
つ
い
て
の
評
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推

定
で
き
よ
う

C

と
い
う
の
は
、
後
年
作
品
『
冷
笑
』
に
お
い
て
集
約
的
に

用
い
ら
れ
た
よ
う
な
、
作
者
自
身
の
態
度
表
明
と
も
思
え
る
、
キ
イ
ワ
ー

ド
と
し
て
の
「
冷
笑
」
の
態
度
と
し
て
こ
れ
を
扱
う
に
は
、
こ
の
時
期
の

作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
た
る
女
性
の
姿
が
、
あ
ま
り
に
も
作
者
荷
風
と

か
け
は
な
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
こ
の
時
期
の
彼
の
作
品
中
に
見
ら
れ
る
「
冷
笑
」
と
い
う
言
葉
に
、

特
別
の
意
味
合
い
を
見
出
す
ご
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

『
船
房
夜
話
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
(
)
こ
こ
に
書
か

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
島
国
の
大
学
卒
業
生
」
を
「
冷
笑
」
す
る
こ
と
も
、

作
者
の
或
る
―
つ
の
態
度
表
明
と
受
け
取
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
か
ら
で

あ
るや

が
て
こ
の
よ
う
な
批
評
と
し
て
の
「
冷
笑
」
の
態
度
は
、
彼
の
所
謂

「
新
帰
朝
者
」
時
代
に
、
集
中
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

か
う
云
ふ
江
戸
ツ
児
は
吾
等
近
代
の
人
の
如
く
熱
烈
な
嫌
悪
憤
怒
を

感
じ
ま
い
＇
我
れ
な
が
ら
解
せ
ら
れ
ぬ
煩
悩
に
苦
し
む
よ
う
な
執
着
を

持
つ
て
ゐ
ま
い

C

江
戸
の
人
は
早
く
諦
め
を
つ
け
て
し
ま
ふ

C

す
ぐ
と

自
分
で
自
分
を
冷
笑
す
る
特
徴
を
そ
な
へ
て
居
る
か
ら

（
『
深
川
の
唄
』
傍
点
引
用
者
）
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こ
こ
で
は
、
「
近
代
の
人
」
と
の
比
較
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
「
江

戸
の
人
」
の
甚
本
的
な
精
神
的
態
度
を
暗
示
す
る
言
葉
と
し
て
、
「
冷
笑
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
荷
風
が
「
江
戸
の
人
」
に
憧
憬
す
る
な

ら
ば
、
当
然
こ
の
精
神
的
態
度
は
、
自
ら
が
採
る
べ
き
も
の
と
し
て
意
識

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
後
の
荷
風
が
、
「
江
戸
」
と
い
う
時
代
に

自
ら
の
悦
泉
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。



但
し
、
皮
肉
に
も
そ
れ
は
、
同
時
に
自
分
が
、
「
近
代
の
人
」
で
あ
る

事
実
を
殊
更
に
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
二
重
性
に
は
ど
う
や

ら
荷
風
自
身
も
気
づ
い
て
い
た
ら
し
く
、
未
だ
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、

士
人
公
た
る
「
自
分
」
を
す
っ
か
り
「
江
戸
の
人
」
と
し
て
し
ま
う
こ
と

を
た
め
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
末
尾
部
分
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
主

人
公
の
述
懐
は
、
当
時
の
荷
風
自
身
の
「
迷
い
」
を
極
め
て
象
徴
的
に
表

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い

(
J

自
分
は
い
つ
ま
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
暮
行
く
こ
の
深
川
の
夕
日
を

浴
び
、
迷
信
の
霊
境
な
る
本
堂
の
石
垣
の
下
に
行
ん
で
、
歌
沢
の
端
唄

を
聴
い
て
ゐ
た
い
と
思
っ
た
(
}
永
代
橋
を
渡
っ
て
帰
つ
て
行
く
の
が
堪

へ
ら
れ
ぬ
ほ
ど
辛
く
思
は
れ
た
。
い
つ
そ
、
明
治
が
生
ん
だ
江
戸
追
慕

の
詩
人
斎
藤
緑
雨
の
如
く
滅
び
て
し
ま
ひ
た
い
様
な
気
が
し
た
い

ぁ
A

、
然
し
、
自
分
は
遂
に
帰
ら
ね
ば
な
る
ま
い
c

そ
れ
が
自
分
の

運
命
だ
、
河
を
隔
て
割
堀
を
越
え
坂
を
上
つ
て
遠
く
行
く
、
大
久
保
の

森
の
か
げ
、
自
分
の
書
斎
の
机
に
は
ワ
グ
ナ
ア
の
画
像
の
下
に
ニ
イ
チ

ェ
の
詩
ザ
ラ
ッ
ス
ト
ラ
の
一
巻
が
開
か
れ
た
ま
A

に
自
分
を
待
つ
て
い

る
：
．．．． 

（
『
深
JII
の
唄
』
）

こ
の
よ
う
に
、
憧
れ
は
す
る
が
自
ら
の
そ
れ
と
は
同
一
視
で
き
な
い

「
江
戸
の
人
」
の
態
度
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
荷
風
に
と
っ
て
も
最
大

の
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
お
そ
ら
く
作

者
自
身
の
」
声
く
」
と
い
う
行
為
を
も
相
対
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
世
界

で
し
か
克
服
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

荷
風
は
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

「
冷
笑
」
と
い
う
態
度
は
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
実
践
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
く
ど
く
ど
と
書
き
つ
ら

ね
て
い
る
自
ら
を
も
、
「
冷
笑
」
の
対
象
の
側
に
据
え
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
危
険
を
敢
え
て
冒
す
か
た
ち
で
、
荷
風
は
自
ら

の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
立
ち
向
か
う
。
そ
の
過
程
が
、
具
体
的
に
は
例
の
「
新

帰
朝
者
」
時
代
の
諸
作
品
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
所
謂
「
文
明
批
評
」
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
c

そ
し
て
そ
れ
が
内
容
的
に
も
、
ま
た
鼠
的
に
も
、
集
大

成
さ
れ
た
も
の
が
、
作
品
『
冷
笑
』
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
我
々
は
こ
の
作
品
を
、
単
に
そ
の
「
文
明
批
評
」
的
内
容

か
ら
の
み
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
{
.
登
場
人
物
た
ち
は
ま
る
で
作
者
の
分

身
の
ご
と
く
「
文
明
批
評
」
し
、
「
冷
笑
」
す
る
の
だ
が
、
作
者
そ
の
人

は
、
ど
う
や
ら
こ
の
自
ら
の
分
身
た
る
登
場
人
物
た
ち
を
も
「
冷
笑
」
す

る
立
場
に
い
る
。
さ
ら
に
厄
介
な
こ
と
に
は
、
そ
の
作
者
自
身
す
ら
、
何

者
か
に
「
冷
笑
」
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
冷
笑
」

と
い
う
態
度
の
持
つ
無
限
連
鎖
的
な
構
造
こ
そ
、
次
の
章
に
述
べ
る
よ
う

な
理
由
か
ら
、
「
文
明
批
評
」
の
一
方
向
性
な
ど
よ
り
は
こ
の
作
品
の
本

質
に

i

層
近
い
の
で
あ
る
。
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二、

『
冷
笑
』
は
、
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
三
日
よ
り
、
翌
年
の
二
月
二

十
八
日
ま
で
、
全
部
で
七
十
八
回
に
わ
た
っ
て
、
東
京
朝
日
新
聞
に
連
載



さ
れ
た
、
荷
風
に
は
珍
し
い
新
聞
連
載
小
説
で
あ
る
。
な
ぜ
珍
し
い
の
か

と
い
う
と
、
荷
風
が
有
名
な
新
聞
嫌
い
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
昭

和
二
年
に
発
表
さ
れ
た
随
筆
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
＿
＿

日
本
現
代
の
新
聞
紙
に
対
し
て
わ
た
く
し
が
憎
悪
と
恐
怖
の
念
を
抱

き
初
め
た
の
は
、
ま
だ
世
問
や
人
情
の
何
た
る
か
を
も
更
に
意
識
し
な

い
以
前
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
ま
わ
た
く
し
は
其
年
月
を
記
憶
し
て
ゐ
な

い
が
、
お
も
ふ
に
明
治
二
十
一
二
年
の
頃
で
あ
っ
た
ら
う

C

（略）

わ
た
く
し
が
新
聞
紙
に
拙
作
の
小
説
を
掲
げ
た
の
は
今
日
ま
で
唯
一
―

度
だ
け
で
あ
る
(
前
度
は
福
地
榎
本
の
両
先
生
に
随
つ
て
日
出
国
新
聞

社
に
入
っ
た
時
で
あ
る
。
後
は
夏
目
先
生
が
東
京
朝
日
新
聞
の
文
学
欄

を
管
理
し
て
居
ら
れ
た
際
で
あ
る

J

そ
れ
故
わ
た
く
し
は
今
日
で
は
窃

に
自
分
だ
け
の
弁
疏
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
匝
接
に
新
聞
紙
に
関
係
し

た
事
は
な
い
唯
畏
敬
す
る
先
輩
の
命
を
受
け
て
新
聞
紙
に
籠
を
執
つ

た
も
の
と
な
し
て
ゐ
る
。

（
『
新
聞
紙
に
つ
い
て
』
）

「
前
度
」
の
小
説
と
は
、
明
治
三
十
四
年
四
月
十
六
日
に
そ
の
予
告
が

出
さ
れ
、
同
月
十
九
日
よ
り
五
月
―
一
十
四
日
ま
で
、
三
十
三
回
に
わ
た
っ

て
連
載
さ
れ
た
、
『
新
梅
ご
よ
み
』
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
へ
）
そ
し
て
「
後
」

の
度
の
そ
れ
が
、
こ
の
『
冷
笑
』
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
よ
る
と
、
『
冷

笑
』
執
筆
の
明
治
四
十
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
時
点
で
既
に
、
荷
風

が
新
聞
に
「
憎
悪
と
恐
怖
の
念
」
を
抱
き
、
同
時
に
新
聞
に
代
表
さ
れ
る

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
一
般
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
嫌
悪
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
一
方
、
『
冷
笑
』
執
筆
当
時
の
荷
風
は
、
『
あ
め
り
か

(fi) 

物
語
』
・
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』
の
作
者
と
し
て
、
広
く
世
に
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
所
謂
新
進
作
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
『
冷
笑
』
前
後
の
連
載
小
説
が
、
泉
鏡
花
の
『
白

鷺
』
と
夏
目
漱
石
の
『
門
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
或
る
程
度
類
推
で
き
よ

う
。
つ
ま
り
、
作
家
と
し
て
の
現
実
の
荷
風
は
、
た
と
え
表
面
的
で
あ
ろ

う
と
、
と
に
か
く
社
会
と
か
世
問
と
か
い
う
も
の
に
、
極
め
て
近
い
位
置

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
が
、
作
品
『
冷
笑
』
に
お
い
て
描
こ
う
と
し
た
の
が
、

実
に
典
味
深
い
こ
と
に
、
「
ど
の
道
今
の
世
の
中
に
は
向
か
な
さ
う
な
人

物
」
（
『
冷
笑
』
十
五
、
珍
客
）
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
新
聞
小

説
を
毎
日
書
き
継
い
で
い
る
、
作
家
と
し
て
の
荷
風
自
身
と
、
自
ら
の
求

め
る
一
種
の
理
想
像
と
し
て
の
江
戸
「
遊
民
」
的
な
登
場
人
物
と
の
差
異

が
、
五
人
と
の
分
身
と
い
う
階
梯
を
以
て
図
ら
ず
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
銀
行
頭
取
の
小
山
清
、
小
説
家
吉
野
紅
雨
、
狂
言
作
者
中
谷
丁
蔵
、

商
船
事
務
長
徳
井
勝
之
助
、
南
宗
画
家
桑
島
青
華
、
五
人
の
登
場
人
物
た

ち
は
、
五
人
が
五
人
と
も
荷
風
の
分
身
の
如
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
っ

て
い
る
荷
風
の
側
面
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
作
品
は
一
応
、
こ
の
五

（六）

人
の
人
物
が
、
江
戸
の
「
八
笑
人
」
に
倣
っ
て
、
「
一
堂
に
会
す
」
と
い

う
、
結
末
ら
し
き
も
の
を
持
ち
、
こ
の
結
末
ら
し
き
も
の
に
向
か
っ
て
、

筋
ら
し
き
も
の
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
だ
か
、
こ
の
筋
自
体
に
は
大
し
た
意

味
は
な
い
。
そ
れ
は
、
構
成
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
稚
拙
に
過
ぎ
な
い
も

の
で
あ
る
。
唯
一
こ
の
筋
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
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結
末
に
お
い
て
、
結
局
三
人
し
か
集
ま
ら
な
い
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
設
定
が
、
登
場
人
物
た
ち
の
性
格
上
、
必
然

的
に
導
き
出
さ
れ
て
く
る
以
前
に
、
当
時
の
荷
風
自
身
が
抱
え
込
ん
で
い

た
或
る
デ
ィ
レ
ン
マ
を
極
め
て
よ
く
象
徴
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
「
社
会
的
」
な
事
に
背
を
向
け
た
人
問
に
と
っ
て
は
、
た
と

え
同
じ
よ
う
な
趣
味
の
傾
向
を
持
つ
仲
問
と
で
も
、
会
合
を
持
つ
こ
と
自

体
が
そ
も
そ
も
、
自
ら
の
厭
う
一
種
の
「
社
会
的
」
行
為
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
最
終
章
の
「
会
合
」
に
現
れ
な
い
の
は
、
そ

の
五
人
の
登
場
人
物
の
中
で
も
、
世
を
「
冷
笑
」
す
る
傾
向
の
甚
だ
し
い
、

つ
ま
り
「
世
問
」
と
い
っ
た
も
の
か
ら
最
も
遠
い
、
中
谷
丁
蔵
と
桑
島
青

華
の
二
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

世
を
「
冷
笑
」
す
る
と
い
う
態
度
を
徹
底
さ
せ
る
と
き
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
作
家
荷
風
の
目
に
は
、
そ
の
先
に
、
韻
を
欄
き
黙
り
込
む
と
い
う

虚
無
的
な
姿
勢
ま
で
も
が
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
の
荷
風
自
身

は
こ
の
「
冷
笑
」
と
い
う
態
度
を
「
冷
笑
」
し
き
れ
ず
に
か
、
と
に
か
く

作
家
と
し
て
そ
の
云
冷
笑
」
し
た
は
ず
の
社
会
の
一
員
と
し
て
こ
れ
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
つ
ま
り
こ
の
作
品
の
結
末
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
＇

荷
風
が
こ
の
小
説
に
お
い
て
描
こ
う
と
し
た
彼
の
当
為
と
し
て
の
人
物

像
は
、
現
実
の
彼
自
身
と
は
明
ら
か
に
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
存

在
で
あ
り
、
ご
の
事
実
に
目
を
そ
む
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
荷
風
に

と
っ
て
は
、
そ
の
距
離
を
五
人
と
い
う
人
数
で
埋
め
る
こ
と
の
ほ
か
に
は

そ
の
解
決
方
法
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
{
)
五
人
の
人
物
た
ち
は
全
て
荷
風

自
身
の
一
面
を
体
現
し
た
「
分
身
」
で
あ
る
が
、
先
に
も
書
い
た
と
お
り
、

そ
れ
ら
五
人
の
間
の
「
俗
」
の
度
合
い
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
五
人
と
も
が
荷
風
の
「
分
身
」
で
あ
る
以
上
、
「
脱
俗
」
の
進
ん

だ
登
場
人
物
か
ら
そ
う
で
な
い
人
物
へ
の
眼
差
し
は
、
あ
く
ま
で
荷
風
の

自
己
批
評
に
し
か
な
り
え
な
い
と
い
う
、
荷
風
自
身
に
は
極
め
て
厳
し
い

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
作
品
の
大
団
円
を
裏
切
っ
た
中
谷
丁
蔵
と
桑
島
青
華
の

二
人
は
、
作
品
世
界
内
は
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、

他
の
め
で
た
く
集
っ
た
三
人
を
、
い
わ
ば
「
冷
笑
」
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
荷
風
に
と
っ
て
の
一
種
の
自
己
批
判
が
、
こ

こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

表
面
上
は
、
作
者
で
あ
る
荷
風
自
身
が
、
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
文

明
批
評
を
行
っ
て
い
る
だ
け
の
、
一
方
的
な
「
冷
笑
」
の
視
線
だ
け
を
持

つ
か
の
よ
う
な
こ
の
小
説
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
実
に
複
雑

な
構
成
を
備
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
五
人
の
登
場
人
物

と
い
う
設
定
は
、
そ
の
相
互
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

荷
風
自
身
の
抱
え
込
ん
で
い
た
葛
藤
す
る
一
一
極
の
自
己
像
を
明
ら
か
に
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
荷
風
は
い
わ
ば
自
己
を
も
「
冷
笑
」
し
返
し
て
く
る
視

線
と
で
も
い
う
べ
き
、
相
対
化
の
基
準
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
時
か
ら
作
者
自
身
も
、
「
冷
笑
」
の
無
限
連
鎖
に
組
み
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
作
品
を
一
読
し
て
分
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
十
五
か
ら

な
る
各
章
は
、
吉
野
紅
雨
と
い
う
人
物
を
中
心
に
、
二
人
ず
つ
の
組
に
な
っ

て
登
場
す
る
人
物
の
間
に
か
わ
さ
れ
た
会
話
に
よ
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
構
成
さ
れ
て
い
る

r

五
人
の
人
物
の
う
ち
、
三
人
が
二
度
に
登
場
す
る

章
は
、
わ
ず
か
に
「
六
、
小
酒
盛
」
と
「
卜
五
、
珍
客
」
の
二
章
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
他
、
「
一
、
さ
び
し
き
人
」
が
、
小
山
清
一
人
、
「
十
一
、

車
の
上
」
が
徳
井
勝
之
助
一
人
し
か
登
場
し
な
い
と
い
う
例
外
を
の
ぞ
い

て
、
残
り
の

t
―
章
は
全
て
、
人
物
は
一
一
人
ず
つ
の
ペ
ア
に
な
っ
て
登
場

す
る
。さ

ら
に
、
こ
れ
ら
二
人
の
人
物
間
に
か
わ
さ
れ
る
会
話
も
、
よ
く
よ
く

見
れ
ば
、
常
に
対
話
の
型
を
整
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
り
大
抵
の
場
合
、

一
人
は
聞
き
手
に
過
ぎ
ず
、
も
う
一
人
が
延
々
と
独
白
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る

C
三
人
の
場
合
で
す
ら
、
状
況
は
次
の
如
く
で
あ
る

三
人
は
互
に
其
の
根
本
に
於
て
或
る
連
絡
を
持
つ
て
ゐ
る
思
想
の
一

端
を
ば
、
若
し
此
処
に
全
く
相
容
れ
ざ
る
反
対
論
者
が
出
て
来
た
処
で

一
向
差
支
は
な
い
)
互
に
自
分
の
云
ひ
た
い
事
さ
へ
云
つ
て
ゐ
れ
ば
そ

れ
で
よ
い
の
だ
と
云
ふ
や
う
な
、
投
や
っ
た
源
い
調
子
で
論
じ
合
っ
て

居
た（

十
五
、
珍
客
）

こ
れ
ら
の
、
や
や
自
分
勝
手
な
、
一
方
的
発
言
の
寄
せ
集
め
と
い
っ
た

よ
う
な
対
話
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
対
話
と
独
白
の
二
重
構
造

の
効
果
と
で
も
い
う
べ
き
複
雑
な
も
の
で
あ
る
‘
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で

「
対
話
」
と
い
う
形
式
を
採
り
な
が
ら
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
そ
れ
ら
「
対

話
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
が
、
あ
く
ま
で
「
独
白
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
語
る
。
す
な
わ
ち
、
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
の
個

｛
七
、
｝

性
は
、
全
体
的
な
論
調
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

実
は
こ
れ
は
、
何
も
「
対
話
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
作
品

の
―
つ
の
特
色
で
あ
る
(
)
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
、
別
の
人
物
に
つ
い
て

の
紹
介
を
比
較
し
て
み
て
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

現
実
に
対
す
る
失
望
は
種
々
な
方
面
に
於
い
て
繰
返
さ
れ
る
度
々
、

反
抗
の
憤
怒
は
ま
す
ま
す
理
想
の
程
度
を
高
め
さ
せ
た
。
然
し
彼
（
小

山
清
引
用
者
注
）
は
漸
く
馴
れ
る
に
従
つ
て
、
遂
に
は
最
初
か
ら

し
て
先
づ
失
望
を
予
期
し
て
、
覚
悟
し
て
、
冷
笑
的
に
理
想
の
程
度
を

高
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
さ
び
し
き
人
傍
点
引
用
者
）
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最
初
に
己
れ
と
云
ふ
も
の
を
出
来
る
だ
け
卑
し
く
し
て
、
然
る
後
に
、

一
種
超
越
し
た
態
度
に
立
つ
て
局
外
者
を
眺
め
て
見
る
と
、
何
に
つ
け

自
然
と
巧
ず
し
て
冷
な
笑
ひ
が
口
の
端
に
浮
ん
で
来
る
も
の
で
あ
る
。

（
五
、
一
一
方
面
傍
点
引
用
者
）

前
者
は
小
山
清
、
後
者
は
中
谷
丁
蔵
の
、
い
わ
ば
処
世
術
と
で
も
い

う
べ
き
自
ら
の
態
度
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
見
て
の
と
お
り
実
に
よ
く
似

て
い
る
。
こ
れ
で
は
同
じ
人
物
の
態
度
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
も
仕
方
あ



る
ま
い
し
さ
ら
に
後
者
の
引
用
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
続
く
。

こ
の
冷
笑
か
ら
惑
得
さ
れ
る
痛
快
の
味
の
中
に
は
他
人
と
自
分
と
両

方
に
対
す
る
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
る
い

（
五
、
二
方
面
傍
点
引
用
者
）

こ
こ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
中
谷
丁

蔵
の
態
度
が
、
他
人
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
も
そ

の
対
象
に
据
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
実
に
象
徴
的
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
中
谷
と
小

山
清
の
距
離
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
埋
め
ら
れ
て
し
ま
う
(
"
中
谷
は
旧
友
の

小
説
家
吉
野
紅
雨
か
ら
小
山
清
の
邸
宅
に
集
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
て
、
先

ず
こ
れ
を
断
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
確
固
た
る
理
由
も
な
い
の
で
、
そ
の

断
り
の
言
葉
に
窮
し
て
、
次
の
よ
う
な
述
懐
を
洩
す

c)

中
谷
は
唯
何
と
な
く
、
社
会
に
地
位
の
あ
る
人
、
紳
士
録
に
名
前
の
出

て
居
る
人
、
も
一
っ
云
ひ
換
え
れ
ば
髭
を
生
し
て
洋
服
を
着
た
人
の
前

へ
出
る
の
が
可
厭
な
の
で
あ
る
，
（
略
）
彼
は
自
分
の
知
ら
な
い
、
自

分
よ
り
新
し
く
出
来
て
く
る
凡
て
の
も
の
を
ば
（
略
）
唯
だ
漫
然
と
し

て
、
外
に
は
表
さ
な
い
、
表
し
て
も
何
に
も
な
ら
ぬ
と
自
分
で
も
気
の

•••••••• 

つ
い
て
居
る
悪
意
と
反
抗
と
冷
嘲
と
を
以
て
眺
め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。

（略）

中
谷
は
、
当
代
の
紳
土
が
窮
屈
さ
う
に
桟
敷
や
平
土
間
か
ら
青
天
白
昼

の
一
日
を
、
昔
は
無
学
の
目
学
問
と
云
っ
た
荒
唐
無
稽
の
お
芝
居
を
見

て
く
ら
す
其
の
心
情
を
お
気
の
毒
さ
ま
と
冷
笑
し
て
居
る
。

（
五
、
二
方
面
傍
点
引
用
者
）

こ
の
よ
う
に
小
山
清
は
、
「
当
代
の
紳
士
」
の
一
人
と
し
て
、
初
め
中

谷
か
ら
や
や
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
し
と
こ
ろ
が
そ
の
当
の
小
山
は
、
例

え
ば
吉
野
紅
雨
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
る
人
物
と
し
て
、

や
が
て
中
谷
に
も
、
一
応
は
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

自
分
は
何
故
一
年
一
年
と
甚
し
く
世
問
の
交
際
を
忌
む
や
う
に
な
る

の
か
、
自
分
な
が
ら
も
其
感
情
の
抑
へ
き
れ
な
い
の
に
驚
い
て
居
る
。

（略）

身
体
に
疲
労
を
感
じ
る
か
ら
自
分
は
頻
に
其
れ
を
避
け
た
い
。
さ
う
思

ひ
な
が
ら
避
け
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
悲
観
す
る
反
抗
も
す
る
冷
笑
も

す
る
。

（
八
、
京
都
だ
よ
り
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傍
点
引
用
者

右
の
二
人
の
態
度
は
ど
ち
ら
も
、
所
謂
「
交
際
」
を
避
け
た
が
る
も
の

で
あ
る
。
一
見
す
る
と
中
谷
の
そ
れ
が
「
局
外
者
」
と
し
て
の
「
当
代
の

紳
士
」
を
、
或
る
超
越
し
た
視
点
か
ら
「
冷
笑
」
し
た
よ
う
な
い
わ
ば
一

方
向
的
な
も
の
に
見
え
る
の
に
対
し
、
小
山
の
そ
れ
は
そ
の
「
冷
笑
」
の

対
象
の
領
域
に
「
冷
笑
」
す
る
自
分
自
身
も
含
め
た
も
の
の
よ
う
だ
と
い

う
違
い
が
あ
る
が
、
先
に
見
た
と
お
り
、
そ
の
中
谷
の
「
冷
笑
」
の
態
度

に
も
や
は
り
自
ら
へ
の
視
線
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の

態
度
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
共
通
す
る



態
度
の
経
験
を
経
て
、
小
山
は
つ
い
に
、
社
会
的
な
交
際
を
拒
む
者
た
ち

の
世
界
に
住
む
中
谷
た
ち
と
手
を
結
ぶ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
だ

が
、
こ
こ
に
至
っ
て
我
々
に
は
、
こ
の
両
者
の
態
度
の
問
に
、
必
要
以
上

の
差
異
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
，

同
様
の
こ
と
は
、
こ
の
作
品
の
他
の
三
人
を
も
含
め
た
、
五
人
の
登
場

人
物
の
間
に
つ
い
て
も
云
い
得
る
よ
う
で
あ
る
ー
五
人
が
そ
の
、
お
互
い

「
ど
の
道
今
の
世
の
中
に
は
向
か
な
さ
う
な
人
物
」
（
『
冷
笑
』
十
五
、

珍
客
）
で
あ
る
こ
と
を
共
通
項
と
し
て
集
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
世
の

中
」
を
「
冷
笑
」
す
る
こ
と
は
、
勿
論
五
人
全
員
の
態
度
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
「
冷
笑
」
の
視
線
が
「
世
の
中
」
に
回
か
う
の
と
同
時
に
、
自
ら
へ

も
向
か
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
五
人
の
間
に

あ
っ
て
は
、
い
わ
ば
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
奥
に
は
、
先
の
「
一
」
と
「
二
」
で
見
て
き
た
よ

う
な
、
作
者
の
こ
の
五
人
に
対
す
る
、
憧
れ
と
、
同
情
と
、
そ
し
て
或
る

違
和
感
が
、
同
時
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

「
社
会
」
と
い
う
泄
然
と
し
た
も
の
を
対
象
に
据
え
た
と
き
、
そ
の
対

象
を
「
冷
笑
」
す
る
登
場
人
物
に
、
作
者
が
自
己
の
一
面
を
投
影
し
て
表

現
す
る
も
の
は
、
例
え
ば
「
文
明
批
評
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
得
る
も
の

で
あ
ろ
う
]
し
か
し
、
そ
れ
を
作
品
の
一
主
題
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
そ

の
「
小
説
に
書
く
」
と
い
う
行
為
を
も
一
種
の
社
会
的
行
為
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
し
か
も
そ
の
自
己
の
一
種
の
社
会
的
行
為
を
作
者
が
「
冷
笑
」

す
る
な
ら
ば
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
「
文
明
批
評
」
は
、
そ
の

ま
ま
作
者
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
ま
い
り

そ
こ
に
は
、
作
者
の
巧
妙
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
な
い
し
は
無
意
識
の
う
ち
の

自
己
矛
盾
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

作
者
は
こ
こ
で
、
「
冷
笑
」
す
る
者
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
「
冷
笑
」

さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
今
見
た
と
お
り
、
作
中
の
登
場
人
物
た

ち
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
初
め
て
、
作
者
は

登
場
人
物
た
ち
と
極
め
て
近
い
存
在
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
こ
こ
に
こ
そ
、
さ
く
し
ゃ
の
真
の
態
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る

r

す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な

「
虚
無
」
に
限
り
な
く
近
い
態
度
の
表
明
で
あ
る

r

そ
の
態
度
の
洗
礼
を

受
け
た
後
に
は
、
そ
の
「
文
明
批
評
」
の
言
は
、
こ
れ
を
為
す
登
場
人
物

と
も
ど
も
、
皮
相
的
な
手
段
に
し
か
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に

作
者
自
身
さ
え
も
、
相
対
化
さ
れ
る
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
c

そ
も
そ
も
、
非
社
会
的
な
人
物
が
「
集
ま
る
」
と
い
う
設
定
自
体
に
、

矛
盾
は
牢
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
本
来
社
会
的
で

あ
る
は
ず
の
作
家
が
非
社
会
的
な
存
在
に
憧
れ
る
と
い
う
、
荷
風
の
側
の

事
情
を
、
何
ら
か
の
形
で
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
「
冷

笑
」
と
は
、
逆
に
そ
れ
ら
矛
盾
の
克
服
を
め
ざ
し
た
、
「
虚
無
」
の
世
界

に
跨
み
込
む
寸
前
の
作
者
の
精
一
杯
の
抵
抗
で
あ
っ
た
と
も
言
い
換
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
我
々
が
作
品
『
冷
笑
』
に
見
て
取
る
べ
き
最
大
の
も
の
は
、

「
文
明
批
評
」
で
も
、
ま
た
全
く
の
「
虚
無
」
で
も
な
い
、
デ
ィ
レ
ン
マ

を
抱
え
た
作
者
の
「
揺
れ
」
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
冷
笑
」
と

い
う
言
葉
を
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
使
っ
た
作
者
の
意
図
も
、
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
た
上
で
初
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
永
久
に
解
決

で
き
な
い
矛
盾
を
抱
え
込
ん
だ
作
者
の
、
孤
絶
感
か
ら
く
る
「
淋
し
さ
」
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の
裏
返
し
と
し
て
の
強
が
り
、
そ
の
荷
風
独
特
の
表
現
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

『
冷
笑
』
に
先
行
す
る
こ
と
約
半
年
の
作
品
に
、
夏
目
漱
石
の
『
そ
れ

か
ら
』
が
あ
る
）
同
じ
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

こ
の
小
説
の
主
人
公
長
井
代
助
は
、
も
し
作
品
世
界
が
同
時
代
の
現
実
世

界
を
背
景
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
明
治
四
十
―
一
年
現
在
の
年
齢
が
「
三
十
」

（
『
そ
れ
か
ら
』
―
―
-
）
な
の
で
、
明
治
十
二
年
生
ま
れ
の
永
井
荷
風
と
は
、

ほ
ぼ
同
年
齢
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）
こ
の
作
品
中
の
彼
に
つ
い
て
の
説
明

に
、
次
の
よ
う
な
、
今
ま
で
見
て
き
た
荷
風
の
態
度
と
実
に
よ
く
似
た
も

の
が
あ
る
作
家
主
体
と
作
中
人
物
と
の
違
い
を
敢
え
て
問
わ
ず
に
い
え

．
．
．
．
．
．
．
．
 

ば
、
二
人
は
、
同
様
に
、
人
と
人
と
の
接
し
方
を
通
し
て
現
代
社
会
を
論

じ
て
い
る

二
十
世
紀
の
日
本
に
生
息
す
る
彼
は
、
三
十
に
な
る
か
、
な
ら
な
い

の
に
既
に
n
i
l
a
d
m
i
r
a
r
i
の
域
に
達
し
て
し
ま
っ
た
。

（
『
そ
れ
か
ら
』
二
）

代
助
は
人
類
の
一
人
と
し
て
、
互
を
腹
の
中
で
侮
辱
す
る
事
な
し
に

は
、
互
に
接
触
を
敢
て
し
得
ぬ
、
現
代
の
社
会
を
、
二
十
世
紀
の
堕
落

と
呼
ん
で
い
た

r

（
『
そ
れ
か
ら
』
九
）

こ
の
よ
う
に
、
代
助
の
「
現
代
社
会
」
観
は
、
人
と
人
と
が
お
互
い
侮

辱
し
あ
う
か
、
な
い
し
は
そ
れ
を
も
し
な
い
で
、
い
わ
ば
黙
殺
す
る
よ
う

な
形
で
し
か
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
、
実
に
空
虚
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
今
ま
で
見
て
き
た
荷
風
の
そ
れ
と
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

大
前
提
に
立
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
は
独
自
に
解
決
法
を
求
め
、
長
井

代
助
の
場
合
は
、
小
説
に
お
け
る
「
恋
愛
」
の
効
用
に
、
ま
た
永
井
荷
風

の
場
合
は
、
小
説
に
お
け
る
「
冷
笑
」
と
い
う
態
度
の
効
用
に
と
、
一
見

逆
に
見
え
る
よ
う
な
概
念
の
構
築
に
よ
る
代
替
に
よ
っ
て
こ
れ
を
図
っ
た

の
で
あ
る
。

代
助
は
、
か
っ
て
友
人
平
岡
に
譲
っ
た
三
千
代
を
、
つ
ま
り
今
と
な
っ

て
は
他
人
の
妻
で
あ
る
女
を
取
り
戻
す
と
い
う
、
作
中
の
眼
目
で
あ
る
決

心
を
し
た
後
に
、
父
や
兄
夫
婦
の
勧
め
る
縁
談
を
断
る
と
い
う
形
で
「
家
」

と
縁
を
切
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
先
ず
金
銭
の
問
題
と
し
て
、
代
助
に
影

響
を
及
ぼ
す
。
金
の
援
助
が
途
切
れ
た
な
ら
ば
、
必
然
的
に
代
助
は
「
食

う
」
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

し
か
し
代
助
は
か
つ
て
そ
の
平

岡
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
男
で
あ
る
。
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「
何
故
働
か
な
い
っ
て
、
そ
り
ゃ
僕
が
悪
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
つ
ま
り

世
の
中
が
悪
い
の
だ
。
も
っ
と
、
大
袈
裟
に
云
う
と
、
日
本
対
西
洋
の

関
係
が
駄
目
だ
か
ら
働
か
な
い
の
だ
。
（
略
）
こ
う
西
洋
の
圧
迫
を
受

け
て
い
る
国
民
は
、
頭
に
余
裕
が
な
い
か
ら
、
緑
な
仕
事
は
出
来
な
い
。

（
略
）
」

「
（
略
）
衣
食
に
不
自
由
の
な
い
人
が
、
云
わ
ば
、
物
数
寄
に
や
る

働
ら
き
で
な
く
っ
ち
ゃ
、
真
面
目
な
仕
事
は
出
来
る
も
の
じ
ゃ
な
い
ん



だ
よ

C

」

（
『
そ
れ
か
ら
』
六

前
者
は
「
働
く
こ
と
」
を
通
し
て
観
た
、
明
ら
か
な
る
「
文
明
批
評
」

で
あ
ろ
う
。
代
助
は
、
「
家
」
か
ら
の
援
助
に
頼
っ
て
、
こ
の
「
食
う
」

た
め
に
働
く
の
で
な
い
か
ら
こ
そ
出
来
る
文
明
批
評
の
立
場
を
こ
れ
ま
で

確
保
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
千
代
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
か
つ
て

の
自
ら
の
脱
俗
的
態
度
を
含
め
た
全
て
を
謁
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
そ
れ
ま
で
代
助
の
平
衡
を
保
っ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
或
る
価
値
基
準
を
そ
っ
く
り
無
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
可
能
性
の
存

在
が
書
か
れ
て
い
る

C

「
文
明
批
評
」
の
集
盤
な
ど
、
「
恋
愛
」
の
前
に

は
全
く
無
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
っ

同
様
の
可
能
性
は
、
勿
論
荷
風
に
も
当
て
嵌
ま
る
で
あ
ろ
う
極
論
す

れ
ば
、
「
文
明
批
評
」
と
は
、
か
く
も
表
層
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
そ
の
表
層
に
す
ぎ
な
い
所
謂
「
文
明
批
評
」
を
、
漱
石

と
荷
風
と
い
う
二
人
の
世
代
の
異
な
る
作
家
が
、
揃
っ
て
、
作
品
を
通
じ

て
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
或
る
大
き
な

問
題
を
依
ん
で
い
る
c

そ
れ
は
漱
石
と
荷
風
が
共
に
生
き
た
時
代
の
意
味

に
関
わ
る
問
題
で
あ
ろ
う

漱
石
は
こ
の
「
現
代
社
会
」
お
よ
び
そ
の
背
景
に
あ
る
「
時
代
」
と
、

自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
「
個
人
主
義
」
を
支
え
る
「
個
人
」
と
い
う
概
念
と

の
問
の
隔
絶
感
を
、
多
く
「
淋
し
さ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
，

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
頻
繁
に
用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
漱
石
の
当

時
の
小
説
作
法
上
の
秘
密
と
、
荷
風
の
そ
れ
と
が
同
種
の
構
造
を
持
つ
の

（九）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漱
石
に
お
い
て
の
「
淋
し
さ
」
と
い
う
言
葉
の
機

能
の
特
殊
性
に
当
た
る
も
の
が
、
荷
風
の
「
冷
笑
」
の
機
能
な
の
で
あ
る
。

そ
の
ど
ち
ら
も
が
、
単
な
る
「
文
明
批
評
」
か
ら
は
既
に
は
る
か
に
隔
た
っ

た
、
む
し
ろ
「
文
明
批
評
」
を
も
相
対
化
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
も
は
や
云
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

注

一
、
明
治
四
十
二
年
―
一
月
、
雑
誌
「
趣
味
」
に
発
表
。

二
、
昭
和
二
年
十
一
月
、
雑
誌
「
中
央
公
論
」
に
発
表
。

三
、
歌
舞
伎
座
の
座
付
作
者
見
習
で
あ
っ
た
こ
ろ
荷
風
が
師
事
し
た
福
地

桜
痴
が
、
主
筆
と
し
て
「
日
出
国
新
聞
」
に
迎
え
ら
れ
た
際
、
荷
風
は

こ
れ
に
従
っ
て
入
社
し
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
初
め
て
の
新
聞
小
説
を

書
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
で
あ
る
．

J

四
、
明
治
四
十
一
年
八
月
、
博
文
館
発
行
の
単
行
本
。
短
編
小
説
集
。

五
、
明
治
四
十
―
一
年
三
月
、
博
文
館
よ
り
発
行
予
定
の
単
行
本
で
あ
っ
た

が
、
発
売
禁
止
の
処
分
を
受
け
、
後
の
大
正
四
年
十
二
月
に
同
じ
博
文

館
か
ら
『
新
編
ふ
ら
ん
す
物
語
』
と
し
て
強
行
出
版
さ
れ
る
ま
で
は
、

ま
と
ま
っ
た
形
で
は
陽
の
目
を
見
な
か
っ
た
も
の
。
た
だ
し
集
中
の
そ

れ
ぞ
れ
の
短
編
は
、
明
治
四
十
二
年
三
月
以
前
に
雑
誌
等
で
発
表
さ
れ

て
い
た
も
の
も
多
い
c

六
、
文
政
三
年
(
-
八
二
〇
）
に
初
版
の
刊
行
さ
れ
た
滑
稲
本
『
花
僣
八

笑
人
』
（
「
花
暦
」
は
角
書
）
に
描
か
れ
た
趣
向
を
指
す
。
な
お
、
こ
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の
作
品
の
作
者
で
あ
る
瀧
亭
鯉
丈
は
、
荷
風
が
格
別
に
愛
読
し
た
人
情

本
作
者
為
永
春
水
の
兄
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
の
真
偽
は
さ
て

お
く
と
し
て
も
、
こ
の
作
者
が
江
戸
期
の
う
ち
で
も
荷
風
が
特
に
強
く

興
味
を
抱
い
て
い
た
時
代
の
作
者
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

七
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
会
話
が
そ
の
典
型
で
あ
る
c

「
同
志
の
人
数
も
、
僕
は
永
久
不
足
で
ゐ
る
方
が
面
白
い
と
思
ふ
。
」

「
欲
を
云
へ
ば
限
り
が
な
い
か
も
知
れ
ん
が
、
僕
は
是
非
女
性
が

一
人
ほ
し
い
：
・
・
:
。
」
（
略
）

「
異
論
は
な
い
が
、
と
て
も
事
実
に
於
て
不
可
能
で
せ
う
。
」

（
略
）
「
立
派
な
紳
士
に
だ
っ
て
今
日
の
社
会
に
は
談
話
の
輿
味

と
云
ふ
事
が
わ
か
る
や
う
な
も
の
は
一
人
も
あ
り
や
ア
せ
ん
。
（
略
）

つ
ま
り
世
の
中
が
実
用
以
外
に
女
性
を
見
る
ほ
ど
進
ん
で
居
ら
な
い

と
云
ふ
事
だ
」

「
進
ん
で
居
る
居
な
い
を
論
ず
る
の
は
ち
と
考
へ
も
の
だ
が
、

（
略
）
」

（
『
冷
笑
』
十
五
、
珍
客
）

右
に
見
た
箇
所
は
、
一
見
対
立
す
る
意
見
の
交
換
に
よ
っ
て
議
論
が
か

み
あ
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
よ
く
見
る
と
そ
こ
に
は
、
根
本
的
に
は
同

じ
意
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
安
心
感
に
似
た
も
の
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
交
換
が
全
く
無
目
的
で
あ
る
こ
と

が
殊
更
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
は
あ

く
ま
で
、
或
る
「
甘
え
」
を
許
す
環
境
に
於
い
て
の
一
方
的
発
言
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

八
、
明
治
四
十
二
年
六
月
二
十
七
日
よ
り
、
同
年
十
月
十
四

H
ま
で
、

「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
連
載
。

九
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
「
淋
し
さ
」
の
系
譜
ー
夏
目
漱
石
論
ー
』

（
「
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
」
第
二
十
三
号
、
一
九
八
九
年
七
月
、
神
戸

大
学
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
会
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

※
な
お
荷
風
の
文
章
の
引
用
は
す
べ
て
岩
波
書
店
版
『
荷
風
全
集
』
に
拠
っ

た
が
、
新
字
旧
仮
名
に
改
め
た
。
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