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解
説 

   

バ
ル
ザ
ッ
ク
が
、
実
業
に
失
敗
し
て
借
金
に
ま
み
れ
、
背
水
の
陣
で
小
説
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
一
八
二
九
年
、

三
十
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
以
後
、
矢
継
ぎ
早
に
作
品
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
自
転
車
操
業
」
の
結

果
で
あ
っ
た
。
ま
だ
海
の
物
と
も
山
の
物
と
も
分
か
ら
な
い
構
想
段
階
で
約
束
し
、
金
を
受
け
取
る
。
彼
は
借
金
取
り
に
も

追
わ
れ
た
が
、
約
束
の
作
品
の
完
成
に
も
追
わ
れ
続
け
た
。
し
か
も
、
し
ば
し
ば
何
本
も
同
時
並
行
で
、
無
責
任
に
思
え
る

ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
出
版
人
か
ら
は
無
責
任
に
見
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
無
責
任
で
は
な
か
っ
た
。

粗
製
乱
造
を
全
く
し
て
い
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ほ
ど
、
出
版
人
か
ら
は
腹
立
た
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た

度
重
な
る
校
正
に
校
正
を
重
ね
た
作
家
も
い
な
い
の
で
あ
る
。 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
一
八
三
四
年
、
金
に
窮
し
な
が
ら
次
々
に
新
し
い
物
語
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
中
で
、
ふ
と
、
す
べ
て
の

物
語
を
繋
い
で
巨
大
な
小
説
宇
宙
を
作
る
と
い
う
の
は
ど
う
か
、
と
思
い
付
く
。
天
才
は
、
そ
れ
を
具
体
的
に
構
想
し
始
め

た
瞬
間
、
自
ら
、
俺
は
間
違
い
な
く
天
才
だ
、
と
思
っ
た
ら
し
い
。
妹
の
家
に
駆
け
込
ん
で
、
「
俺
は
天
才
に
な
っ
た
！
」

と
叫
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
妹
ロ
ー
ヌ
の
手
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
「
人
物
再
登
場
」
と
い
う
手
法
が
生

ま
れ
、
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
か
ら
実
際
に
適
用
さ
れ
た
。
以
来
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
を
そ
れ
以
後
の
作
品

に
巧
み
に
繋
い
で
ゆ
く
。
ま
た
逆
に
、
再
版
の
際
に
加
筆
修
正
を
加
え
て
、
以
後
の
作
品
に
以
前
の
作
品
を
改
変
し
な
が
ら

繋
い
で
ゆ
く
。 

『
柘
榴
屋
敷
』
は
、
彼
が
ま
だ
「
天
才
」
に
な
る
前
の
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
天
才
」
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
小
説
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は
ま
ず
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
に
、
次
に
『
谷
間
の
百
合
』
に
、
最
後
に
『
二
人
の
若
妻
の
手
記
』
に
関
連
付
け
ら
れ
た
。
そ

の
結
果
、
す
ば
ら
し
い
奥
行
と
響
き
と
を
持
つ
作
品
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
先
に
発
表
し
た
拙
稿
に
あ
る
か
ら
、
興
味
の

あ
る
方
は
是
非
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。 

だ
が
、
『
柘
榴
屋
敷
』
は
、
た
と
え
そ
う
し
た
他
の
作
品
と
の
有
機
性
を
読
者
が
知
ら
な
く
と
も
、
一
個
の
独
立
し
た
小

品
と
し
て
十
分
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
初
期
の
、
小
粒
の
、
最
も
透
明
度
の
高
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
だ
と
思
っ
て

い
る
。 

 

初
期
の
作
品
は
、
ど
れ
も
、
彼
の
基
本
的
な
小
説
形
式
で
あ
る
長
い
描
写
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
舞
台
と
な
る
土
地
を
描
き
、

建
物
を
描
き
、
内
部
の
構
造
や
調
度
を
描
き
、
よ
う
や
く
人
物
が
出
て
き
た
か
と
思
う
と
、
今
度
は
そ
の
人
物
の
外
貌
を
描

き
始
め
る
。
実
に
悠
然
と
順
序
正
し
く
進
ん
で
ゆ
き
、
現
代
の
た
い
が
い
の
読
者
は
、
最
初
の
数
頁
を
忍
耐
す
る
と
も
う
嫌

に
な
る
。 

し
か
し
、
テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
、
一
般
に
は
、
書
物
も
、
自
宅
で
読
め
る
新
聞
す
ら
も
な
い
（
本
も
新
聞
も
高
価
な
た
め
、

庶
民
は
今
の
漫
画
喫
茶
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
読
み
に
行
っ
た
）
、
き
わ
め
て
情
報
の
僅
か
だ
っ
た
時
代
、
「
嫌
に
な
る
」
こ
の

描
写
は
、
現
代
よ
り
は
る
か
に
、
狭
い
領
域
で
生
き
る
人
々
の
知
識
欲
に
応
え
、
ま
た
未
知
の
世
界
に
憧
れ
る
人
々
の
想
像

力
を
刺
激
し
て
、
彼
ら
が
滅
多
に
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
の
愉
悦
と
充
足
感
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。 

だ
か
ら
我
慢
し
ろ
、
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
文
学
の
読
書
の
深
さ
は
、
知
へ
の
欲
求
と
、
こ
こ
に
な
い
も
の
へ

の
憧
れ
と
、
そ
れ
を
源
に
す
る
想
像
力
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
今
も
昔
も
変
り
は
な
い
。
そ
し
て
、
高
貴
な
精
神
的
愉

悦
は
深
い
読
書
で
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

と
も
あ
れ
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
を
辟
易
さ
せ
る
最
初
の
長
い
描
写
、
そ
の
中
で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
単
に
物
語
の
箱
と
な
る
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外
面
的
な
状
況
を
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
実
は
、
ド
ラ
マ
に
必
要
な
リ
ア
リ
テ
ィ
や
、
た
と
え
て
言
え
ば
弦
楽
器
が

高
ら
か
に
鳴
る
た
め
の
共
鳴
箱
の
よ
う
な
も
の
を
、
予
め
描
写
を
と
お
し
て
が
っ
ち
り
作
っ
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
こ
の
準
備
が
万
端
だ
と
、
物
語
が
動
き
始
め
る
や
、
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
筋
は
疾
走
す
る
よ
う
に
展

開
し
、
み
る
み
る
結
末
へ
と
至
る
。
最
後
の
数
頁
に
、
見
事
な
ま
で
に
感
動
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
そ
こ
に
来
る

と
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
の
シ
ナ
プ
ス
が
、
不
意
に
、
一
挙
に
、
光
の
放
出
を
始
め
る
よ
う
な
具
合
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
長
い

描
写
に
忍
耐
し
た
読
者
だ
け
が
本
当
に
深
く
味
わ
え
る
心
の
御
馳
走
だ
と
思
う
。 

『
柘
榴
屋
敷
』
は
夏
か
ら
物
語
が
始
ま
っ
て
い
る
。
ロ
ワ
ー
ル
河
の
谷
間
の
夏
が
い
か
に
美
し
い
か
、
読
者
は
、
風
景
や

植
物
の
長
い
描
写
を
と
お
し
て
、
あ
る
い
は
叙
述
を
と
お
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
を
し
っ
か
り
頭
に
刻
み
込
む
。
そ
し
て
、
物
語

は
冬
に
終
わ
る
。
し
か
し
、
夫
人
が
子
供
た
ち
と
最
後
に
戸
外
で
過
ご
し
た
の
は
晩
秋
の
午
後
だ
っ
た
。
柔
ら
か
な
日
差
し
、

木
々
の
紅
葉
、
空
に
浮
か
ぶ
白
い
雲
、
そ
の
光
景
は
「
一
枚
の
崇
高
な
絵
」
だ
っ
た
。
最
初
に
美
し
い
夏
の
イ
メ
ー
ジ
を
頭

に
刻
み
込
ん
だ
者
は
、
お
の
ず
と
、
秋
が
、
夏
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
美
し
い
こ
と
を
理
解
し
、
想
像
す
る
。
物
語
と
共
に

め
ぐ
る
こ
の
四
季
の
変
化
を
感
じ
取
る
と
き
、
物
語
は
深
い
詩
情
を
帯
び
る
。
物
語
を
包
む
空
間
の
壮
麗
な
美
し
さ
が
、
感

動
の
透
明
度
を
ひ
と
き
わ
高
め
る
の
で
あ
る
。 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
数
々
の
重
厚
長
大
な
小
説
で
有
名
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
は
、
彼
の
短
篇
と
聞
く
と
、
比
較
的
価
値
の

少
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
短
篇
に
は
、
し
ば
し
ば
、
長
篇
で
は
そ
の
膨
大
さ
広
大
さ
の
ゆ
え

に
感
じ
取
る
こ
と
が
難
し
い
、
彼
の
詩
人
の
一
面
が
色
濃
く
現
れ
て
お
り
、
『
柘
榴
屋
敷
』
は
そ
う
し
た
名
品
の
一
つ
な
の

で
あ
る
。
私
は
、
翻
訳
し
な
が
ら
、
い
く
ど
も
目
頭
を
熱
く
し
た
。
思
わ
ず
落
涙
も
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
短
篇
の
文
体
や

感
動
の
性
格
が
簡
素
で
、
ス
ト
レ
ー
ト
で
、
詩
情
に
富
み
、
そ
れ
だ
け
に
訴
え
か
け
る
力
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
物
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語
を
包
む
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
が
単
一
で
き
わ
め
て
美
し
い
か
ら
で
あ
る
。
長
篇
の
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
関
係
か
ら
湧
き
上
が

る
重
く
深
い
感
動
と
は
ま
た
別
の
、
素
直
で
、
純
で
、
そ
し
て
何
よ
り
優
し
い
感
動
が
、
こ
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
品
に
は
あ

る
。
『
柘
榴
屋
敷
』
は
す
ば
ら
し
い
読
後
感
の
得
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
人
間
の
持
つ
善
意
を
素
直
に
感
じ
取
る
こ
と
の
で

き
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
短
編
が
も
た
ら
す
愉
悦
を
、
よ
り
多
く
の
人
と
、
共
に
享
受
で
き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。 
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