
難
民
・
亡
命
者
の
位
置

明
治
期
の
政
治
小
説
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

桒
原

丈
和

１
市
野
川
容
孝
は
「
難
民
と
は
何
か
」
に
お
い
て
英
語
の
「

」

refugee

「

」
の
国
際
条
約
・
法
律
で
の
用
法
や
、
日
本
語
の
「
難
民
」
の

exile

用
法
の
歴
史
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
間
に
あ
る
差
異
、
ま
た
そ

の
差
異
か
ら
見
え
て
く
る
現
代
へ
と
つ
な
が
る
難
民
問
題
の
諸
相
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
様
々
な

（
１
）

問
題
の
困
難
さ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は

「
難
民
」
や
「
亡
命
者
」
と

、

呼
ば
れ
る
人
々
こ
そ
が
裏
返
し
に
国
家
と
い
う
も
の
の
現
状
と
限
界
を

示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

「
難
」
に
出
遭
っ
た
り

「
難
」

。

、

を
避
け
る
た
め
に
本
来
の
「
元
住
地

を
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

」（
２
）

ホ

ー

ム

た
人
々
は
、
そ
こ
に
い
れ
ば
受
け
ら
れ
た
は
ず
の
国
家
か
ら
の
庇
護
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
国
家
か
ら
の
庇
護

と
い
っ
た
時
に
、
そ
れ
は
身
体
の
保
護
、
た
と
え
ば
軍
隊
や
警
察
と
い

っ
た
暴
力
を
担
う
組
織
に
よ
る
も
の
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
ミ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
指
摘
し
た
「
規
律
」
に
基
づ
く
「
人
間
の
身
体

」

「

」

「

」

の
解
剖-

政
治
学

や

調
整
す
る
管
理

に
よ
る

人
口
の
生-

政
治
学

ア
ナ
ト
モ
・
ポ
リ
チ
ツ
ク

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ツ
ク

も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
る

。

（
３
）

国
民
を
国
民
た
ら
し
め
る
も
の
が
国
家
と
の
間
に
あ
る
ど
の
よ
う
な

関
係
な
の
か
は
、
ホ
ー
ム
た
り
う
る
国
家
と
の
関
係
を
失
っ
て
よ
り
鮮

明
に
見
え
て
く
る
。
近
年
の
話
題
に
引
き
つ
け
れ
ば
、
年
金
や
介
護
と



い
っ
た
生
活
を
保
障
し
て
く
れ
る
制
度
に
関
し
て
「
難
」
に
出
遭
っ
た

時
に
こ
そ
国
家
の
存
在
が
意
識
さ
れ
、
問
題
化
さ
れ
る
。

さ
ら
に
は
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
る
次
の
よ
う
な
難
民
に

対
す
る
指
摘
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

難
民
（
今
世
紀
に
お
い
て
そ
の
数
は
増
え
続
け
、
今
日
で
は
人

類
の
な
か
で
も
無
視
で
き
な
い
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
）

が
近
代
の
国
民
国
家
の
秩
序
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
不
安
を
与
え
る

要
素
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
難
民
が
、
人
間
と

市
民
、

と

の
あ
い
だ
の
連
続
性
を
断
つ
こ
と
で
近
代
の

出
生

国
籍

主
権
の
原
初
的
虚
構
を
危
機
に
さ
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
難
民
は
、

生
ま
れ
と
国
民
の
あ
い
だ
の
隔
た
り
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
、

政
治
の
舞
台
に
、
そ
の
舞
台
の
秘
か
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
の

（
４
）

剥
き
出
し
の
生
を
一
瞬
出
現
さ
せ
る
。

こ
の
引
用
の
少
し
後
で
難
民
は
さ
ら
に
「
生
ま
れ
と
国
民
の
結
び
つ

き
に
は
じ
ま
り
人
間
と
市
民
の
結
び
つ
き
に
い
た
る
国
民
国
家
の
基
礎

的
な
諸
範
疇
を
根
源
的
な
し
か
た
で
危
機
に
さ
ら
す
、
ま
さ
し
く
限
界

概
念
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

。
そ
こ
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
引
用

（
５
）

中
の
「
原
初
的
虚
構
」
と
は
「

元
住
地
」
を
無
前
提
に
国
籍
と
結
び

「
ホ

ー

ム

つ
け
る
こ
と
が
実
際
に
は
無
根
拠
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
剥

き
出
し
の
生
」
を
隠
蔽
す
る
国
籍
と
い
う
制
度
自
体
が
国
民
国
家
に
よ

る
産
物
で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
言
葉
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
こ
の
「
虚
構
」
が
無
根
拠
さ
を
隠
蔽
さ
れ
、
自
明
の

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
や
は
り
国
民
国
家
の
形
成
期
で
あ
る
明

治
時
代
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
近
代
的
政
治
制
度
が
流

通
す
る
過
程
で
自
由
民
権
や
国
権
拡
張
の
名
の
下
に
書
か
れ
た
い
わ
ゆ

る
明
治
初
期
の
政
治
小
説
に
は
、
難
民
や
亡
命
者
を
主
要
人
物
に
す
え

た
も
の
が
多
い
。
も
っ
と
も
中
に
は
「
難
」
の
た
め
に
ホ
ー
ム
か
ら
離

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
亡
命
者
、
す
な
わ
ち
国
民
と
し

て
の
生
命
（
の
保
障
）
を
亡
く
し
た
状
態
を
自
ら
選
び
取
る
よ
う
な
者

た
ち
も
含
ん
で
い
る
。

未
だ
近
代
国
家
形
成
の
過
程
の
半
ば
に
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち
国
民
と

国
家
と
の
関
係
す
ら
未
完
成
だ
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
国
家
と
の
関
係

を
失
っ
た
人
々
を
描
い
た
小
説
が
書
か
れ
た
の
は
注
目
す
べ
き
事
態
で

あ
る
。
人
間
が
国
家
の
成
員
、
つ
ま
り
国
民
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前

提
と
す
る
近
代
以
降
の
社
会
に
お
い
て
、
例
外
的
な
状
況
に
置
か
れ
た

難
民
・
亡
命
者
こ
そ
が
、
彼
ら
が
失
っ
た
国
家
と
国
民
の
間
の
関
係
を

浮
き
彫
り
に
す
る
。
自
明
の
も
の
と
し
て
国
家
か
ら
の
庇
護
を
受
け
て

い
る
人
間
を
描
い
て
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
が
そ
こ
に
は

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
難
民
・

亡
命
者
の
亡
国
の
嘆
き
が
「
原
初
的
虚
構
」
の
自
明
化
に
一
役
買
っ
て

い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
当
時
の
政
治
小
説
が
担
っ
た
近
代
的
政

治
制
度
に
つ
い
て
の
啓
蒙
と
い
う
役
割
に
照
ら
せ
ば
、
そ
ち
ら
の
役
割

の
方
が
強
か
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
明
治
期
の
政
治
小
説
の
作
者
の
側
に
、
例
外
的
な
状
況
の
方
が



政
治
や
国
家
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
描
き
や
す
い
と
い
う
見
通
し
が
あ

っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
政
治
小
説
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
明
治
一

〇
年
代
に
さ
か
ん
に
翻
訳
さ
れ
た
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
小
説
で

は
、
登
場
人
物
た
ち
は
冒
険
に
赴
く
た
め
に
自
ら
国
家
の
保
護
か
ら
逃

れ
、
な
お
か
つ
国
家
の
保
護
を
受
け
ず
に
い
る
者
た
ち
を
救
い
出
す
と

い
う
展
開
を
含
ん
で
い
た
。
ま
た
「
難
」
に
遭
い
放
浪
す
る
者
を
主
要

人
物
と
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
た
と
え
ば
「
水
滸
伝

「
三
国
志
」
と

」

い
っ
た
明
治
に
入
る
前
か
ら
読
ま
れ
て
い
た
も
の
の
中
に
も
多
く
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
範
型
を
、
近
代
の
国
民
国
家
が
生
成
さ

れ
る
社
会
の
中
で
自
ら
が
書
く
政
治
小
説
に
参
照
し
た
こ
と
が
、
結
果

的
に
「
近
代
の
主
権
の
原
初
的
虚
構
」
を
小
説
の
中
に
導
入
さ
せ
た
と

い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
に
現
れ
る
政
治
性
は
「
生
殺
与
奪
の
権
」
に
関
係
す
る
も
の
が

、「

」

「

」

主
で
あ
り

人
間
の
身
体
の
解
剖-

政
治
学

や

人
口
の
生-

政
治
学

ア
ナ
ト
モ
・
ポ
リ
チ
ツ
ク

ビ
オ
・
ポ
リ
チ
ツ
ク

は
直
接
表
象
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
当
時
の
日
本
に
お

い
て
近
代
的
な
軍
隊
・
学
校
な
ど
の
規
律
訓
練
の
た
め
の
制
度
が
作
り

だ
さ
れ
た
ば
か
り
で
未
だ
実
質
的
な
効
力
を
示
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
医

学
・
衛
生
学
な
ど
の
学
問
や
そ
の
実
践
も
普
及
し
て
い
く
途
上
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
見
て

い
く
よ
う
に
亡
命
者
・
難
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
な
力
を

国
家
に
対
し
て
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
生
活
に

関
す
る
権
利
や
義
務
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
で

あ
り

「
元
住
地
」
に
戻
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
と
義
務
を
引
き
受

、

ホ

ー

ム

け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
生
に
つ
い
て
の
「
規
律
」
や

「
調
整
」
は
自
明
の
も
の
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
矢
野
龍
渓
の
「

浮
城
物
語

（
一
八
九
〇
年
・
明
治
二

」

異
聞

報
知

三
年
、
以
下
「
浮
城
物
語
」
と
略
）
と
「

経
国
美
談

（
一
八
八
三

」

名

士

齊

武

、

「

」

）
、

～
一
八
八
四
年
・
明
治
一
六
～
一
七
年

以
下

経
国
美
談

と
略

そ
れ
に
末
広
鉄
腸
「

南
洋
の
大
波
瀾

（
一
八
九
一
年
・
明
治
二
四

」

小

説

政

治

年

以
下

南
洋
の
大
波
瀾

と
略

東
海
散
士

佳
人
之
奇
遇

初

、

「

」

）

「

」
（

編
一
八
八
五
年
、
明
治
一
八
年
）
と
い
う
多
く
の
読
者
を
得
た
四
つ
の

政
治
小
説
を
通
し
て
、
国
家
と
国
民
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ

て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
長
ら
く
そ
の
人
物
造
形
や
設
定

キ

ヤ

ラ

ク

タ

ー

・
ス
ト
ー
リ
ー
が
前
近
代
的
な
通
俗
性
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
評
価
さ

れ
て
き
た
政
治
小
説
が
、
実
際
に
は
近
代
的
な
国
民
・
国
家
に
関
す
る

表
現
た
り
得
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

２
矢
野
龍
渓
「
浮
城
物
語
」
は
明
治
初
期
の
政
治
小
説
の
系
譜
の
掉
尾

を
飾
る
も
の
と
し
て

「
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

「
南
進
論

、

、

」

」（
６
）

「
海
外
覇
権

「
海
外
雄
飛

「
海
外
渡
航

「
海
外
進
出

、

」

、

」

」

」

（
７

（
８

）

）

と
い
っ
た
政
治
思
想
や
現
実
の
政
治
と
関
係
づ
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

の
多
か
っ
た
小
説
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
政
治
家
で
あ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
で
も
あ
っ
た
作
者
矢
野
龍
渓
自
身
の
思
想
や
政
治
的
な
位
置
の
変

化
と
関
連
づ
け
る
こ
と
も
さ
れ
て
き
た

。

（
９
）



ま
た
こ
の
小
説
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
、
同
時
代
の
小
説
の
評
価
を
め

ぐ
る
い
わ
ゆ
る
「
文
学
極
衰
論
争
」
か
ら
つ
な
が
る
や
り
と
り
が
、
石

橋
忍
月
や
内
田
魯
庵
と
い
っ
た
新
し
い
世
代
の
文
学
者
た
ち
と
矢
野
龍

渓
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
先
程
政
治
小
説
の

、

「

」

系
譜
の
掉
尾
を
飾
る
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
は

こ
の

浮
城
物
語

論
争
を
境
に
政
治
小
説
の
時
代
か
ら
、
新
し
い
文
学
観
・
小
説
観
に
支

え
ら
れ
た
「
近
代
文
学
」
の
時
代
へ
と
移
る
と
い
う
見
取
り
図
が
長
く

信
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
従
っ
た
記
述
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
っ
た
評
価
と
は
違
っ
た
と
こ
ろ
を
つ
い
た
同
時

。

「

」

代
評
が
近
年
紹
介
さ
れ
た

評
者
の
復
軒
居
士
に
よ
る
と

浮
城
物
語

の
登
場
人
物
た
ち
は
「
不
臣
者

「
横
道
者

「
乱
臣
賊
子

に
他

」

」

」（

）

10

な
ら
な
い
と
い
う
。

余
は
実
に
此
書
を
見
て
痛
憤
胸
に
満
ち
之
を
取
り
て
地
に
擲
て
り

何
を
以
て
然
る
か

曰
く
作
者
が
作
良
立
花
の
大
業
を
企
て
ん

と
す
る
思
想
を
描
出
す
る
に
極
め
て
純
潔
な
ら
ざ
る
も
の
あ
れ
ば

な
り

見
よ
作
者
が
第
六
回
に
於
て
作
良
の
物
語
を
記
し
た
る
を

作
良
は
演
説
し
て
云
へ
り

（
前
略
）
我
々
已
に
此
の
地
球
に

生
れ
来
れ
り

応
に
此
の
全
地
球
を
以
て
一
舞
台
と
し
稀
世
の
大

業
を
成
す
べ
き
の
み

何
ら
必
ら
し
も
日
本
の
み
に
跼
蹐
た
ら
ん

マ
マ

と

又
云
へ
り

西
洋
人
種
は
地
球
を
以
て
功
名
の
地
と
為
し
日

本
国
人
は
自
国
を
以
て
功
名
の
地
と
す

痛
嘆
に
堪
ふ
べ
け
ん
や

（
中
略
）
我
々
今
将
に
全
地
球
を
蹂
躙
し
て
無
人
の
地
を
席
巻

し
日
本
に
幾
十
倍
す
る
の
大
版
図
を
拓
て
以
て
之
を
陛
下
に
献
し

我
々
請
ふ
て
其
地
を
鎮
せ
ん
と
す

若
し
不
幸
に
し
て
日
本
の
国

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

力
之
を
所
有
す
る
に
勝
へ
ず
ん
は
我
々
諸
君
と
与
に
自
ら
其
地
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

王
た
ら
ん
と

又
た
云
へ
り

我
々
は
諸
君
と
与
に
後
来
海
上
の

．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

大
王
た
ら
ん
こ
と
を
期
す

此
島
は
則
ち
我
々
の
居
る
へ
き
所
故

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
之
を
名
け
て
海
王
島
と
せ
ん
と

実
に
其
天
を
衝
く
が
如
き
大

．
．
．
．
．
．

言
は
驚
く
に
堪
へ
た
り

然
れ
ど
も
畢
竟
作
良
な
る
も
の
は
日
本

帝
国
の
臣
民
た
る
資
格
を
放
棄
し
以
て
大
業
を
海
外
に
企
て
ん
と

す
る
も
の
な
り

即
ち
我
天
皇
陛
下
の
統
制
を
脱
却
せ
ん
と
す
る

も
の
な
り

即
ち
我
国
内
に
在
り
て
陳
渉
呉
広
た
ら
ざ
る
も
海
外

に
出
で
ゝ
入
鹿
将
門
た
ら
ん
と
す
る
も
の
な
り

豈
に
悪
む
べ
き

（

）

の
奸
賊
に
あ
ら
ず
や

11

作
良
・
立
花
と
い
う
二
人
の
指
導
者
に
率
い
ら
れ
た
有
志
た
ち
は
、

小
説
の
現
在
時
点
で
あ
る
明
治
一
一
年
に
は
未
だ
欧
米
列
強
の
植
民
地

と
さ
れ
て
い
な
い
ア
フ
リ
カ
の
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
を
領
土
と
す
る
べ
く
船

出
す
る
。
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
が
、
当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
す
れ
ば
特
別
に
国
家
主
義
的
と
呼
ぶ
よ

う
な
発
想
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
引
用
し
た
批
評
に
お
い
て
は

国
家
主
義
的
・
天
皇
主
権
的
な
基
準
に
照
ら
し
て
登
場
人
物
た
ち
の
不

徹
底
ぶ
り
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

引
用
文
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
「
浮
城
物
語
」
の
一
部
分
は
、
大
統

領
を
務
め
る
作
良
が
出
発
前
に
彼
に
従
う
人
々
に
対
し
て
自
分
た
ち
の



「
大
事
業
」
の
内
容
を
伝
え
る
演
説
で
あ
る
。
復
軒
居
士
が
こ
こ
で
批

判
し
て
い
る
の
は
そ
れ
が
日
本
の
国
権
の
強
化
を
実
は
目
的
と
し
て
い

な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
領
有
の
後
に
は
天
皇
に
献
上
す
る
つ
も
り
で

あ
る
と
は
述
べ
て
い
る
も
の
の

「
日
本
の
国
力
之
を
所
有
す
る
に
勝

、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

へ
ず
ん
は
」
と
い
う
仮
定
は
そ
の
当
時
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
ま
も
な
く

．
．
．
．

現
実
の
も
の
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
彼
ら
が
「
自
ら
其
地
に
王
」

．
．
．
．
．
．

と
な
る
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
彼
ら
は
「
日

本
の
国
旗
を
用
る
を
不
可
と
」
し
て
「
将
校
会
議
」
で
「
国
旗
を
定
」

、

（

）

め
る
た
め
の
議
論
を
戦
わ
し

実
際
に
新
た
な
国
旗
を
定
め

第
九
回

「
日
輪
放
光
三
色
の
新
国
旗
」
を
自
分
た
ち
の
船
の
マ
ス
ト
に
翻

（12

）

、

ひ

の

ひ

か

り

し

ん

こ

く

き

ら
せ
て
い
る
（
第
十
三
回

。

）（13

）

も
っ
と
も
新
国
旗
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
指
導
者
の
一
人
立
花
綜
理

は

今
ま
我
ゝ
大
業
を
海
外
に
立
て
ん
と
欲
す
る
も
其
心

日
本
を
忘

、「

、

わ
す

れ
す
尚
ほ
陛
下
の
民
た
ら
ん
こ
と
を
希
ふ
者
な
り
。
因
て
は
日
本
の

ね
が

国
旗
に
稍
や
近
似
す
る
も
の
を
用
ひ
ん
と
欲
す

「
其
心
尚
ほ
父
母

」（14

）

こ

く

き

の
国
を
忘
れ
さ
る
の
意
を
表
す
る
も
の
な
り

と
、
日
本
と
の
関

」（

）

15

係
を
精
神
的
に
は
確
保
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
自
ら
が
「
陛
下
の
民
」
で
は
な
く
な
り
、
ま
た
「
父
母
の
国
」
か

ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
願
い
で
あ
り
、

意
志
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
が

日
本
と
は
別
の
「
国
」
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
批
判
は
誹

謗
中
傷
で
は
な
い
。

ま
た
批
評
文
中
の
「
日
本
帝
国
の
臣
民
た
る
資
格
を
放
棄
し
」
と
い

う
記
述
は
、
主
人
公
た
ち
一
行
が
海
外
で
の
活
動
を
本
格
的
に
始
め
る

に
あ
た
っ
て
パ
ス
ポ
ー
ト
（

旅
行
券

「
旅
券

）
を
日
本
に
送
り
返

「

」

」

し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
（
第
十
三
回

。
浮
城
隊
の
指

）（16

）

導
者
は
日
本
政
府
発
行
の
「
旅
行
券
」
を
日
本
に
返
す
理
由
と
し
て
予

め
「
我
々
将
さ
に
天
下
を
横

行
せ
ん
と
す
、
日
本
政
府
の
旅
券
を
所

あ
れ
ま
は
る

持
せ
は

恐

く
は

累

ひ
を
父
母
の
国
に
及
ほ
さ
ん

（
第
三
回
）
と
語

」

お
そ
ら

わ
づ
ら

っ
て
い
た

。
つ
ま
り
自
分
た
ち
が
日
本
の
国
民
で
あ
る
こ
と
を
証

（17

）

明
す
る
す
べ
を
失
う
か
わ
り
に
、
日
本
と
の
関
係
を
断
ち
自
分
た
ち
の

行
動
に
つ
い
て
日
本
が
国
家
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
た

わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
イ
ギ
リ
ス
船
の
船
長
に
国
籍
を
問
わ
れ
た
立
花

綜
理
は
「
我
ゝ
は
地
球
を
以
て
家
と
し
、
天
下
を
横
行
す
。
何
そ
必
し

も
所
属
の
国
を
是
れ
問
は
ん
」
と
答
え
て
い
る
（
第
四
十
回

。

）（18

）

こ
の
同
時
代
評
に
初
め
て
注
目
し
た
表
世
晩
は
、
そ
こ
か
ら
「
浮
城

物
語
」
と
他
の
「
明
治
二
十
年
代
南
進
論
文
学
と
の
相
違

を
読

」（

）

19

み
取
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
小
説
中
に
「
全
体
情
勢
を
見

渡
し
て
自
ら
を
相
対
化
す
る
龍
渓
の
認
識
態
度

や
「
現
実
の
国

」（

）

20

家
か
ら
自
由
で
い
ら
れ
る
、
仮
想
の
視
点

を
反
映
し
た
も
の
と

」（

）

21

し
て
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小

説
の
登
場
人
物
に
関
し
て
言
え
ば
、
た
と
え
パ
ス
ポ
ー
ト
を
手
放
し
た

と
し
て
も
彼
ら
が
「
現
実
の
国
家
か
ら
自
由
で
い
ら
れ
る
」
わ
け
で
は

な
い
。

パ
ス
ポ
ー
ト
は
国
外
に
お
い
て
自
分
自
身
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め

に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
手
放
す
こ
と
は
自
ら
を



危
険
に
さ
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
に
よ
っ
て
身
分
や
身
体
の

安
全
が
保
障
さ
れ
た
自
国
内
に
お
け
る
状
態
を
、
国
外
で
も
保
つ
こ
と

を
あ
え
て
避
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
正
規

軍
と
の
海
戦
で
勝
利
す
る
浮
城
丸
の
メ
ン
バ
ー
は
、
自
ら
国
家
た
り
う

る
武
力
・
暴
力
を
手
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
手
放
す

こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え
る
。
国
家
の
根
源
が
暴
力
に
あ
る
と
い
う
観

点

か
ら
す
れ
ば
、
強
力
な
武
装
艦
を
持
つ
彼
ら
は
既
に
素
朴
な
が

（

）

22

ら
も
国
家
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
パ
ス
ポ
ー
ト
を
所
有
し
て
い
る
者
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
国
民
と
し
て
国
外
に
お
い
て
も
常
に
国
家
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
た
と
え
国
外
に
い
よ
う
と
、
か
れ
ら
は
国
民

と
し
て
自
分
を
意
識
し
、
ま
た
そ
の
国
の
国
民
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
状
況
は
彼
ら
の
行
動
を
自
主
規
制
的
に
拘
束
す
る
こ
と

に
な
る
。
い
わ
ば
自
国
を
離
れ
た
国
民
へ
の
中
央
監
視
装
置
的
な
機
能

パ

ノ

プ

テ

イ

コ

ン

を
パ
ス
ポ
ー
ト
は
果
た
し
て
い
る
。

た
だ
、
日
本
政
府
の
庇
護
か
ら
離
れ
た
亡
命
者
的
な
存
在
で
い
な
が

ら
浮
城
隊
一
行
に
は
難
民
と
は
い
い
が
た
い
点
が
あ
る
。
彼
ら
は
オ
ラ

ン
ダ
正
規
軍
の
軍
艦
相
手
に
勝
利
す
る
だ
け
の
軍
事
力
と
、
メ
ン
バ
ー

の
生
活
と
健
康
を
保
障
す
る
だ
け
の
潤
沢
な
財
力
と
先
進
の
医
学
を
有

し
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
欠
如
こ
そ
が
難
民
を
難
民
た
ら
し
め

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
軍
事
力
と
財
力
を
備
え
た
彼
ら
は
日
本
か
ら

の
亡
命
者
と
い
う
よ
り
も
、
既
に
他
の
国
家
の
国
民
で
あ
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
自
ら
国
家
を
名
乗
り
領
土
を
獲
得
し
な
お
か
つ
そ

の
領
土
と
国
民
の
安
全
を
守
る
武
力
を
備
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
確
か

に
日
本
と
い
う
国
家
の
保
護
を
受
け
る
必
要
は
な
く
な
る
。
あ
ら
た
め

て
復
軒
居
士
の
批
評
は
「
浮
城
物
語
」
が
持
っ
て
し
ま
っ
た
国
家
の
成

り
立
ち
と
存
在
に
か
か
わ
る
も
の
に
対
す
る
批
評
性
を
正
し
く
指
摘
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
彼
ら
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
へ
向
か
う
途
中
で
現
在
で
言
う
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
が
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
こ

と
に
な
る
。
そ
の
土
地
で
生
ま
れ
た
人
間
に
よ
る
国
家
を
作
る
こ
と
を

出
生

国
籍

自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
浮
城
隊
の
面
々
は
、
や
は
り
「

と

の
あ
い
だ
の
連
続
性
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の
後
は
生
ま
れ
た
土
地
か
ら
や
む
を
え
ず
引
き
離
さ
れ

た
難
民
・
亡
命
者
の
表
象
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

３

「

」

積
極
的
な
国
家
か
ら
の
離
脱
者
の
集
団
を
描
い
た
の
が

浮
城
物
語

だ
と
す
る
と
、
同
じ
矢
野
龍
渓
に
よ
る
「
経
国
美
談
」
は
政
治
的
な
理

由
か
ら
「
難
」
を
逃
れ
る
た
め
に
亡
命
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
々
を

描
い
て
い
る
。
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
群
の
興
亡
と

セ
ー
ベ
の
覇
権
の
獲
得
を
語
る
中
で
、
前
篇
（
一
八
八
三
年
発
表
）
に

お
い
て
は
ス
パ
ル
タ
と
結
ん
だ
「
奸
党
」
の
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
逃
れ
た

ペ
ロ
ピ
ダ
ス
た
ち
セ
ー
ベ
「
正
党
」
の
亡
命
先
ア
テ
ネ
で
の
活
動
が
描

か
れ
、
後
篇
（
一
八
八
四
年
発
表
）
で
は
ス
パ
ル
タ
の
た
め
に
国
を
失



っ
た
メ
ッ
セ
ナ
出
身
の
難
民
の
少
年
ア
リ
ス
ト
メ
ニ
ス
が

「
亡
国
」

、

に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
を
セ
ー
ベ
の
有
志
た
ち
に
語
っ
て
い
る
。
亡
命

者
・
難
民
た
ち
は
国
家
の
庇
護
を
受
け
ら
れ
な
い
が
故
に
常
に
不
安
定

な
境
遇
に
置
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
前
篇
で
は

「
奸
党
」
は
ア
テ
ネ
に
い
る
ペ
ロ
ピ
ダ
ス
た

、

ち
「
有
志
者
」
に
対
し
て
「
刺
客
」
を
派
遣
す
る
（
第
七
回

。
ア
テ

）

ネ
の
国
家
の
力
が
彼
ら
を
庇
護
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
な
ど
全
く
考

慮
せ
ず
、
彼
ら
の
「
生
殺
与
奪
の
権
」
を
未
だ
セ
ー
ベ
の
国
家
が
握
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る
。
実
際
、
ア
テ
ネ
に
亡
命
す
る
こ
と

「

、

が
で
き
ず
投
獄
さ
れ
た
イ
ス
メ
ニ
ア
ス
は

日
光
ヲ
モ
仰
グ
能
ハ
ザ
ル

、

、

、

幽
暗
ノ
牢
獄
中
ニ
閉
ヂ
籠
メ
ラ
レ

数
月
ノ
間

無
限
ノ
苦
楚
ヲ
蒙
リ

苛
刻
ノ
取
扱
ヒ
ヲ
、
受
ケ
タ
リ
ト
見
エ
、
其
ノ
顔
色
ハ
憔
悴
シ
」
て
い

る
様
が
伝
え
ら
れ
る
（
前
篇
第
八
回

。
こ
の
法
的
根
拠
が
あ
る
わ

）（23

）

け
で
は
な
い
強
制
収
容
は
、
生
死
だ
け
で
は
な
く
国
民
と
し
て
健
康
に

生
活
で
き
る
か
ど
う
か
も
ま
た
国
家
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
示

す
。そ

れ
は
小
説
中
の
セ
ー
ベ
以
外
の
国
家
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。

自
ら
専
制
政
治
を
行
い
、
そ
の
体
制
を
他
国
へ
も
輸
出
し
よ
う
と
し
て

い
る
が
故
に
小
説
中
で
は
敵
役
を
与
え
ら
れ
て
い
る
ス
パ
ル
タ
で
あ
っ

て
も
、
国
民
に
生
命
と
生
活
・
健
康
を
保
障
し
て
い
る
点
で
は
セ
ー
ベ

や
ア
テ
ネ
と
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
前
篇
二
〇
回
に
お
い
て
、
占
領

し
て
い
た
セ
ー
ベ
を
守
り
き
れ
ず
逃
げ
帰
っ
て
き
た
駐
屯
の
ス
パ
ル
タ

兵
た
ち
が
罰
と
し
て
「
市
民
ノ
権
利
ヲ
剥
奪
」
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ

。

、

か
る

権
利
と
は
国
家
が
成
員
に
対
し
て
保
障
す
る
も
の
で
あ
り

（

）

24

そ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
を
担
保
と
し
て
国
家
に
従
う
こ
と
を
求
め
て
く

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
後
篇
第
一
八
回
に
お
い
て
は
、
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
生
活

や
人
間
関
係
に
か
か
わ
る
刑
罰
が
「
具
朗
杜
（

）
氏
著

G
eorge

G
rote

希
臘
史
」
に
基
づ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

表
面
ノ
法
律
ス
ラ
、
已
ニ
斯
ノ
如
ク
、
厳
刻
ナ
ル
上
ニ
又
、
社
会

交
際
ノ
間
ニ
於
テ
、
一
層
苦
痛
ヲ
与
ル
ノ
、
私
罰
ア
リ
。
苟
モ
敗

軍
ノ
時
ニ
生
還
シ
テ
、
公
権
ヲ
剥
奪
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ

公
会
ト
私
見
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
他
ノ
人
民
皆
、
其
人
ト
與
ニ
、
快
ク

談
話
ス
ル
ヲ
愧
ヂ
、
曾
テ
一
人
ノ
之
レ
ト
、
交
遊
ヲ
為
ス
モ
ノ
ナ

ク
、
又
其
人
ガ
之
ニ
モ
愧
ヂ
ズ
、
盛
飾
シ
テ
揚
々
ト
、
他
人
ノ
間

ニ
立
チ
交
ル
ヲ
、
見
ル
ト
キ
ハ
、
衆
人
傍
ラ
ヨ
リ
之
ヲ
、
嘲
辱
殴

打
ス
ル
ニ
至
ル
。
故
ニ
戦
ヒ
敗
レ
テ
生
還
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
縦
令
ヒ

百
年
ノ
生
命
ヲ
有
ツ
モ
、
畢
生
不
愉
快
ノ
境
界
ヲ
、
脱
ス
ル
能
ハ

（

）

ズ
。
死
ニ
優
ル
ノ
恥
辱
ヲ
、
蒙
ル
ベ
キ
ノ
風
習
ナ
リ
キ
。25

こ
の
「
社
会
交
際
ノ
間
」
で
の
「
私
罰
」
は
生
命
を
奪
わ
れ
る
こ
と

こ
そ
な
い
も
の
の

「
死
ニ
優
ル
ノ
恥
辱
」
が
与
え
ら
れ
「
不
愉
快
ノ

、

境
界
」
へ
人
間
は
突
き
落
と
さ
れ
る

「
恥
辱
」
や
「
不
愉
快
」
を
避

。

け
る
た
め
に
は
、
当
然
人
前
に
出
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
れ
る
わ
け
で
、

日
常
生
活
に
も
様
々
な
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
は
た
し
て



生
活
の
た
め
の
物
品
の
購
入
や
病
気
の
際
の
治
療
は
普
通
に
可
能
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
引
用
に
続
く
部
分
に
は
「
勇
武
常
ニ
、
列

国
ニ
冠
タ
ル
」
ス
パ
ル
タ
で
は
こ
の
罰
を
受
け
た
「
其
兵
数
甚
ダ
、
多

カ
ラ
ザ
」
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
記
述
も
あ
る

。
し
か
し

（
近
代

（26

）

、

国
家
に
つ
い
て
の
分
析
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市
国
家
に
適
用
す
る
愚

を
あ
え
て
お
か
せ
ば
）
そ
れ
も
兵
士
・
国
民
に
対
し
て
「
規
律
」
を
求

め
る
「
身
体
の

「
政
治
学
」
の
結
果
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

」

う

「
人
間
の
身
体
の
解
剖-
政
治
学
」
と
し
て
働
く
「
生
殺
与
奪
の

。

ア
ナ
ト
モ
・
ポ
リ
チ
ツ
ク

権
」
と
は
異
な
る
政
治
性
が
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
経
国
美
談
」
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
政
治
に
明
治
の
自
由
民
権
運
動

を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
政
治
小
説
に
は
同
時
代
の
政

治
を
題
材
と
し
た
も
の
も
多
い
。
そ
の
中
に
は
政
治
情
勢
の
た
め
に

「
元
住
地
」
を
離
れ
難
民
・
亡
命
者
と
し
て
生
き
る
人
物
を
登
場
さ
せ

ホ

ー

ム

。

、

た
も
の
が
あ
る

た
だ
直
接
日
本
の
政
治
問
題
を
取
り
上
げ
る
よ
り
も

ま
ず
は
既
に
国
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
者
や

「
難
」
を
逃
れ
自
国
を
離

、

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
を
海
外
に
求
め
る
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
今
後
の
政
治
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
は
、
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
難

民
・
亡
命
者
が
生
ま
れ
う
る
と
い
う
予
言
・
警
告
的
な
意
味
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
し
、
ま
た
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
国
家
と
国
民
の
関
係
を
典
型

的
に
描
き
出
せ
る
と
い
う
見
通
し
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
末
広
鉄
腸
「
南
洋
の
大
波
瀾
」
は
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
で

あ
る
「
呂
宋
国
」
に
お
け
る
独
立
運
動
の
有
志
多
加
山
を
主
人
公
と
し

ル

ソ

ン

こ

く

て
い
る
。
多
加
山
と
い
う
日
本
人
の
名
前
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
当
時

流
行
し
て
い
た
翻
案
探
偵
小
説
に
な
ら
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
小

説
の
後
半
で
は
彼
を
狙
う
ス
ペ
イ
ン
人
譲
治
と
の
間
に
黒
岩
涙
香
を
髣

髴
と
さ
せ
る
サ
ス
ペ
ン
ス
的
な
展
開
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
多
加
山
は

小
説
の
半
ば
ほ
ど
で
政
治
犯
と
し
て
投
獄
さ
れ
、
地
震
に
乗
じ
て
脱
獄

し
た
後
国
外
に
逃
れ
イ
ギ
リ
ス
で
亡
命
生
活
を
送
る
が
、
譲
治
の
陰
謀

に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
近
く
ま
で
連
れ
出
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
よ
り
も
注
目
し
た
い
の
は
ロ
ン
ド
ン
で
暮

ら
す
多
加
山
の
次
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
。

龍
動
へ
来
て
魔
尼
羅
と
云
へ
ば
烟
草
の
名
処
と
分
つ
て
居
る
計
り

た

ば

こ

ば
か

で
、
何
処
の
方
に
あ
る
国
や
ら
ろ
く
に
知
つ
て
居
る
者
は
な
い
。

夫
れ
も
其
の
筈
の
こ
と
で
あ
る
。
三
百
年
前
か
ら
独
立
を
失
ひ
、

西
班
牙
政
府
の
支
配
を
受
け
、
六
百
万
余
の
人
民
は
奴
隷
も
同
じ

イ

ス

パ

ニ

ヤ

こ
と
で
あ
っ
て
、
文
学
智
識
が
進
歩
せ
ぬ
か
ら
、
欧
洲
諸
国
の
人

。（

）

々
に
野
蛮
と
思
ふ
て
軽
蔑
せ
ら
れ
て
も
是
非
も
無
い
…
…

略

ど
う
か
し
て
夫
の
西
班
牙
の
兵
隊
官
吏
を
追
出
し
て
独
立
の
国
と

イ

ス

パ

ニ

ヤ

な
し
、
此
の
龍
動
の
中
央
に
公
使
館
を
置
き
、
我
が
緋
笠
浜
国
の

ヒ

リ

ツ

ピ

ン

（

）

旗
章
を
翻
へ
し
た
い
も
の
だ
。27

亡
命
者
と
し
て
の
自
身
の
位
置
が
、
国
家
の
国
民
と
し
て
の
自
意
識

を
あ
ら
た
め
て
生
み
出
す
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
多
加
山
の
ロ
ン
ド

ン
で
の
境
遇
は
「
経
国
美
談
」
の
セ
ー
ベ
の
有
志
た
ち
が
ア
テ
ネ
で
の



刺
客
に
襲
わ
れ
た
よ
う
な
危
難
に
さ
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ロ
ン

ド
ン
の
市
民
や
近
代
国
家
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
世
論
が
彼
の
生
命
と

。

、「

」

、

生
活
を
庇
護
し
て
い
る

し
か
し

元
住
地

を
離
れ
て
い
る
こ
と

ホ

ー

ム

本
来
自
分
は
「
元
住
地
」
に
い
る
べ
き
だ
と
い
う
意
識
が
現
状
を
否
定

ホ

ー

ム

的
に
表
象
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
多
加
山
が
言
う
「
軽
蔑
」
と
い
う
の
は

「
欧
洲
諸
国
の
人
々
」
が
実
際
そ
う
見
て
い
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
そ

う
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
自
意
識
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

多
加
山
の
よ
う
な
自
意
識
を
抱
い
た
亡
命
者
が
一
堂
に
会
す
る
と
こ

「

」（

）

ろ
か
ら
始
ま
る
の
が
東
海
散
士

佳
人
之
奇
遇

初
編
一
八
八
五
年

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ィ
ル
フ
ィ
ア
で
日
本
人
の
東
海
散
士

が
ス
ペ
イ
ン
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
清
（
本
人
の
自
意
識
と
し
て
は
明
の

遺
民
）
の
亡
命
者
と
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
小
説
が
始
ま
っ
て
い
る
。
彼

ら
も
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
自
ら
の
現
状
に
つ
い

て
、
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

老
父
皇
兄
ト
飲
泣
訣
別
シ
、
恢
復
ヲ
誓
ヒ
、
妾
ヲ
携
ヘ
逃
レ
テ
此

地
ニ
匿
ル

（
略
）
国
破
レ
家
亡
ビ
親
戚
凋
残
ス
。
月
ヲ
望
テ
独

。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

座
ス
レ
バ
則
チ
悲
憤
両
ナ
ガ
ラ
集
リ
、
花
ニ
対
シ
テ
行
吟
ス
レ
バ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（

）

則
チ
憂
愁
交
ゝ
至
ル

28

、
、
、
、
、
、
、
、

（
ス
ペ
イ
ン
人
幽
蘭
）

、

。

彼
大
ニ
怒
テ
妾
ニ
冤
枉
ノ
罪
ヲ
誣
ヒ

愛
国
ニ
住
ス
ル
ヲ
禁
ゼ
リ

妾
故
国
ヲ
放
追
セ
ラ
レ
テ
憤
恨
深
ク
骨
髄
ニ
入
リ
（
略
）
遂
ニ
跡

、
、
、

ヲ
晦
マ
シ
欧
洲
ニ
飄
零
シ
、
今
又
米
国
ニ
来
リ
時
機
ノ
到
ル
ヲ
待

、
、
、
、

、
、
、
、
、

（

）

ツ

29

（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
紅
蓮
）

嗚
呼
英
雄
路
ヲ
失
テ
足
ヲ
托
ス
ル
ニ
門
ナ
ク
、
豪
傑
名
ヲ
埋
メ
テ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

生
ヲ
計
ル
ニ
術
ナ
シ
。
今
ヤ
米
人
ノ
我
ヲ
嫌
悪
ス
ル

蛇
蝎
ノ

虺
○

、
、
、
、
、
、
、
、

き

ぜ

ん

だ

か

つ

（

）

如
ク
、
我
ヲ
蔑
視
ス
ル
コ
ト
黒
奴
ヨ
リ
モ
甚
シ

30

（
明
の
遺
民
鼎
笵
卿
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
身
の
二
人
の
女
性
は
政
治
上
の
亡
命
先
で
の
政
治
上

の
不
遇
に
つ
い
て
言
及
し
、
ア
ジ
ア
人
の
鼎
笵
卿
に
い
た
っ
て
は
日
常

的
な
生
活
す
ら
保
障
さ
れ
な
い
被
差
別
的
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
政
治
上
・
生
活
上
の
保
障
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
本
来
的
な
国
家
と
国
民
と
の
関
係
だ
と
い
う
こ
と
を
前

提
と
し
て
お
り
、
し
か
し
彼
ら
に
は
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
亡
国
の
嘆

き
に
よ
っ
て
、
国
家
と
国
民
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
原
初
的
虚
構
」
の

。

、「

」

「

」

自
明
化
が
促
進
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

も
っ
と
も

月

と

花

に
こ
と
よ
せ
た
対
句
表
現
や
「
国
破
レ
」
と
い
う
杜
甫
の
「
春
望
」
と

重
な
る
言
い
回
し
な
ど
、
こ
れ
ら
の
嘆
き
の
表
現
は
漢
文
・
漢
詩
な
ど

に
見
ら
れ
る
常
套
的
な
表
現
で
は
あ
る
。
つ
ま
り
亡
国
を
嘆
く
こ
と
自

体
は
特
に
近
代
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
文

字
通
り
居
住
地
と
し
て
の
「
元
住
地
」
を
失
い
離
れ
た
こ
と
を
嘆
い
て

ホ

ー

ム



い
る
か
も
し
れ
な
い
が

「
佳
人
之
奇
遇
」
の
亡
命
者
た
ち
は
そ
れ
と

、

同
時
に
近
代
的
な
国
家
に
対
し
て
国
民
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
想
像
力
的
に
嘆
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
作
者
と
同
名
の
語
り
手
・
主
人
公
で
あ
る
東
海
散
士
の
彼
ら

の
慨
嘆
に
対
す
る
反
応
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

亡
命
者
た
ち
の
現
状
・
自
意
識
に
重
ね
る
よ
う
に
し
て
、
彼
も
自
ら
に

つ
い
て
「
散
士
モ
亦
亡
国
ノ
遺
臣
、
弾
雨
砲
煙
ノ
間
ニ
起
臥
シ
生
ヲ
孤

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

城
重
囲
ノ
中
ニ
偸
ミ
、
国
破
レ
家
壊
レ
窮
厄
万
状
辛
酸
ヲ
嘗
メ
尽
ス
」

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
が
言
う
「
亡
」
く
し
た
「
国

、
ま

（

）
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」

た
か
つ
て
「
殉
ジ
」
る
べ
き
と
考
え
て
い
た
「
国
」
と
は
日
本
の
こ
と

で
は
な
く
、
戊
辰
戦
争
に
敗
れ
た
彼
の
出
身
地
で
あ
る
会
津
藩
の
こ
と

。

「

」

「

」

で
あ
る

確
か
に
彼
は

国

の
敗
北
・
実
質
的
な
滅
亡
と
い
う

難

を
体
験
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
国
家
に
対
す
る

意
識
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
「
我
帝
国
ノ
為
メ
ニ
鞠
躬
命
ヲ

致
シ

て
い
く
こ
と
を
生
き
残
っ
た
現
在
の
自
分
の
課
題
と
も
し

」（

）

32

て
い
る
。
彼
が
言
う
「
帝
国
」
と
は
具
体
的
な
土
地
、
た
と
え
ば
会
津

な
ど
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
直
接
関
係
し
た
こ
と
の
な

い
土
地
を
含
む
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
〈
日
本
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
直
接
体
験
さ
れ
い
く
ば
く
か
の
実
感
を
伴
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

故
郷
と
、
想
像
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
（
国
民
）
国
家
と
が
、
自
身

ホ

ー

ム

の
生
命
・
生
活
を
保
障
し
て
く
れ
る
そ
れ
（
ら
）
を
失
っ
た
体
験
（
へ

の
想
像
）
を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
明
治
期
の
政
治
小
説
に
登
場
す

る
積
極
的
な
国
籍
離
脱
者
を
含
む
亡
命
者
・
難
民
の
描
か
れ
方
か
ら
、

近
代
に
お
け
る
国
民
と
国
家
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
か

見
て
き
た
。
政
治
小
説
の
退
場
と
共
に
、
近
代
文
学
に
お
け
る
「
限
界

概
念
」
的
な
領
域
へ
の
関
心
は
国
内
に
お
い
て
「
難
」
と
直
面
し
て
い

る
人
々
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
貧
民
窟
に
対
す
る
衛

生
的
政
策
や
生
活
保
護
の
必
要
を
主
張
し
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
群
で
あ

り
、
炭
坑
や
工
場
の
労
働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
を
訴
え
る
社
会
主
義

者
に
よ
る
作
品
群
で
あ
る
。
た
だ
、
既
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
く
つ

か
の
研
究
が
既
に
行
わ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
遡
っ

て
政
治
小
説
を
取
り
上
げ
た
。
さ
ら
に
政
治
小
説
か
ら
次
代
の
小
説
へ

の
接
合
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ

れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（

）

『

』

１

小
森
陽
一
・
市
野
川
容
孝

思
考
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

難
民

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

（
２
）

前
掲
書
、
七
八
頁
。

３

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

性
の
歴
史
Ⅰ

知
へ
の
意
志

新

（

）

『

』（

潮
社
、
一
九
八
六
年

。
一
七
六
頁
。

）

（
４
）

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル

主
権
権
力

と
剥
き
出
し
の
生

（
高
桑
和
巳
訳
）
以
文
社
、
二
〇
〇
三
年

』

（
原
著
は
一
九
九
五
年

。
引
用
は
「
第
三
部

近
代
的
な
も

）



」

の
の
生
政
治
的
範
例
と
し
て
の
収
容
所

二

人
権
と
生
政
治

に
よ
る
。
一
八
二
頁
。

（
５
）

前
掲
書
、
一
八
五
頁
。

（
６
）

上
笙
一
郎
「
日
本
児
童
文
学
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

系
譜

『
浮
城
物
語
』
か
ら
山
中
峯
太
郎
へ

『
日
本

―

―
」

文
学
』
一
九
六
一
年
一
〇
月
号
。

（
７
）

松
井
幸
子
「
矢
野
龍
渓
論

「
浮
城
物
語
」
と
文
学
観

―

『
国
語
国
文
学
論
集
』
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
、

―
」

一
九
七
三
年
。

（
８
）

高
橋
修
「
ジ
ャ
ン
ル
と
様
式

日
清
戦
争
前
後

『
日
本

―

」

モ

ー

ド

近
代
文
学
』

集
、
一
九
九
四
年
。

50

（
９
）

注
（
７
）
に
同
じ
。

（

）

「
略
評

浮
城
物
語

『
出
版
月
評
』
一
八
九
〇
年
五
月

」
、

10
三
〇
日
。
引
用
は
『
文
藝
時
評
大
系

明
治
編

（
第
一
巻
、

』

ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
る
。
二
二
四
頁
。
な
お
引

用
に
際
し
て
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。
ま
た
現
在
は

使
わ
な
い
特
殊
な
用
字
も
現
行
の
用
法
に
あ
ら
た
め
た
。
以
後

の
明
治
期
の
文
献
の
引
用
も
同
様
で
あ
る
。

（

）

前
掲
書
。
二
二
四
頁
。
引
用
文
中
の
省
略
・
圏
点
は
原
文
に

11
よ
る
。
ま
た
引
用
に
際
し
て
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
各
文
末
に

空
白
を
入
れ
た
。

（

）

「
浮
城
物
語
」
の
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集

矢
野
龍
渓

12

15

集

（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
に
よ
る
。
九
三
頁
。

』

（

）

前
掲
書
。
九
九
頁
。

13
（

）

前
掲
書
。
九
三
頁
。

14
（

）

前
掲
書
。
九
四
頁
。

15
（

）

前
掲
書
。
九
九
頁
。

16
（

）

前
掲
書
。
八
五
頁
。
初
出
の
『
郵
便
報
知
新
聞

（
一
八
九

』

17
〇
年
一
月
一
八
日
）
と
照
合
し
、
修
正
し
て
い
る

（

）

前
掲
書
。
一
三
九
頁
。

18
（

）

表
世
晩
「
明
治
二
十
年
代
の
「
南
進
論
」
を
越
え
て

矢

―

19
野
龍
渓
『
浮
城
物
語
』
の
国
際
感
覚

『
国
文
論
叢
』
第

―
」
、

三
十
号
、
二
〇
〇
一
年
。
五
一
頁
。

（

）

前
掲
論
文
。
五
三
頁
。

20
（

）

前
掲
論
文
。
五
六
頁
。

21
（

）

『

』
（

、

）

萱
野
稔
人

国
家
と
は
な
に
か

以
文
社

二
〇
〇
五
年

22

を
参
照
。

（

）

「
経
国
美
談
」
の
引
用
は
『
経
国
美
談
上
・
下

（
岩
波
文

』

23
庫
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
る
。
上
一
一
五
頁
。

（

）

前
掲
書
。
上
二
二
一
頁
。

24
（

）

前
掲
書
。
下
二
四
三
～
四
頁
。

25
（

）

前
掲
書
。
下
二
四
四
頁
。

26
（

）

「
南
洋
の
大
波
瀾
」
の
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
６

明
治

27
政
治
小
説
集

（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）
に
よ
る
。
二

』
（二）

九
一
頁
。

（

）

「
佳
人
之
奇
遇
」
の
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
６

明
治
政

28



治
小
説
集

』
に
よ
る
。
一
一
頁
。

（二）

（

）

前
掲
書
。
一
三
頁
。

29
（

）

前
掲
書
。
一
五
頁
。

30
（

）

前
掲
書
。
一
六
頁
。
引
用
に
際
し
て
傍
点
を
省
略
し
た
。

31
（

）

前
掲
書
。
一
八
頁
。
引
用
に
際
し
て
傍
点
を
省
略
し
た
。

32


