
一

高
等
学
校
教
科
書
中
に
み
る
「
世
界
の
借
家
大
将
」

高
等
学
校
・
国
語
の
教
科
書
に
所
収
さ
れ
る
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
作
品

は
数
多
い
。
そ
の
大
多
数
は
、
い
わ
ゆ
る
町
人
物
と
呼
ば
れ
る
作
品
か
ら
の

採
択
で
あ
る
。
中
で
も
「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」（『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』

巻
一
の
三
）
と
「
世
界
の
借
家
大
将
」（『
日
本
永
代
蔵
』
巻
二
の
一
）
が
、

そ
の
双
璧
を
な
し
て
い
る
。
近
世
中
期
の
民
衆
の
生
活
様
態
が
平
易
な
文
章

で
読
み
と
れ
、
当
代
の
文
化
・
風
俗
に
親
し
め
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
に
つ

な
が
る
登
場
人
物
の
描
写
・
人
間
観
を
通
じ
て
現
実
生
活
に
生
き
る
人
間
像

を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
教
材
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
多
く
採
択
さ
れ

る
理
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
鶴
浮
世
草
子
作
品
は
中
古
・
中
世
の
諸
作

品
教
材
に
比
べ
、
そ
の
文
章
上
の
平
易
性
ゆ
え
に
、
授
業
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
優
先
順
位
が
お
そ
ら
く
低
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
現
場
で
授
業

を
し
て
き
た
経
験
か
ら
も
想
像
で
き
る
。
こ
れ
は
、
難
解
古
語
や
文
法
と
い

っ
た
語
学
学
習
の
側
面
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。
現
代
と
通
じ
る
感
覚
も
あ

る
生
活
実
態
の
描
写
が
、
俗
的
な
物
語
・
教
訓
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
。
こ
う
い
っ
た
二
点
の
マ
イ
ナ
ス
面
が
、
古
語
に
親
し
み
、
古
い
文
化
・

感
性
に
触
れ
る
と
い
う
教
科
上
の
目
的
に
と
っ
て
、
不
適
当
で
あ
る
と
感
じ

ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
井
原
西
鶴
の
み
な
ら
ず
、
上
田
秋
成
、
松
尾
芭
蕉
、
そ
の
他

近
世
作
家
た
ち
の
作
品
は
、
平
易
な
文
章
の
中
に
も
近
世
以
前
の
古
典
作
品

や
中
国
の
古
典
作
品
に
依
拠
し
た
表
現
の
味
わ
い
深
さ
が
秘
め
ら
れ
て
い

る
。
古
典
の
教
養
に
裏
打
ち
さ
れ
た
知
識
も
必
要
と
な
る
。
表
現
上
の
工
夫

も
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
教
授
者
は
そ
う
い
っ
た
文
章
表
現
を
読
む

楽
し
さ
も
学
習
者
に
伝
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
観
点
の
指
導
法
も
当
然
導

入
さ
れ
て
は
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
内
部
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
創
作
意

図
・
創
作
態
度
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
教
授
者
自
身
の
読
み
も
深
め
ら
れ
て

い
く
。
本
稿
で
は
「
世
界
の
借
家
大
将
」
を
例
に
と
り
、
教
材
研
究
の
方
法

を
提
示
し
て
み
た
い
。

「
世
界
の
借
家
大
将
」
は
全
編
約
二
千
字
程
度
の
章
段
で
あ
る
。
借
家
住

ま
い
で
あ
り
な
が
ら
一
代
で
巨
富
を
築
き
上
げ
た
実
在
の
分
限
者
・
藤
屋
市

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究

│
│
指
導
書
か
ら
の
深
化
を
め
ざ
し
て
│
│

小
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兵
衛
（
以
下
「
藤
市
」）
と
娘
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
そ
の
倹
約
ぶ
り
や
合
理

的
精
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
を
全
文
所
収

し
て
い
る
教
科
書
は
少
な
い
。
現
行
教
科
書
で
見
る
と
、
例
え
ば
右
文
書
院

（
�
）

の
二
種
類
は
、
藤
市
の
節
約
の
工
夫
を
述
べ
た
部
分
の
途
中
、「
そ
の
年
明

け
て
、
夏
に
な
り
…
」
と
時
系
列
が
進
行
す
る
以
前
の
話
ま
で
し
か
所
収
さ

（
�
）

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
数
研
出
版
の
教
科
書
で
は
、
初
物
茄
子
の
買
い
方
、

屋
敷
の
空
き
地
活
用
法
と
い
っ
た
経
済
上
の
工
夫
・
才
覚
と
い
っ
た
描
写
ま

で
は
所
収
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
娘
の
し
つ
け
方
や
、
町
内
の

若
者
た
ち
へ
の
長
者
指
南
の
部
分
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
。
後
半
の
パ
ー
ト

が
な
く
て
は
、
一
面
的
な
藤
市
の
経
済
的
合
理
性
し
か
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
娘
の
し
つ
け
を
通
じ
た
藤
市
の
人
間
像
を
読
み
と
る
こ
と
も
な

い
。
藤
市
の
生
き
る
指
針
た
る
「
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ
き
願
ひ
」
も
不
完

全
に
し
か
理
解
で
き
な
い
。
長
文
で
は
あ
る
が
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
は

や
は
り
全
文
を
読
ん
で
こ
そ
、
西
鶴
の
創
作
意
図
も
理
解
で
き
、
藤
市
と
い

う
人
物
像
の
正
確
な
把
握
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
か
ら
、
全
文
所
収
し
て
い

（
�
）

（
�
）

る
教
育
出
版
と
桐
原
書
店
の
教
科
書
、
な
ら
び
に
桐
原
書
店
教
科
書
準
拠
の

（
�
）

指
導
資
料
と
に
即
し
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
教
育
出
版
の
教
科
書
で
は
、
全
編
を
内
容
上
五
つ
の
段
落
に
分
轄

し
、
各
段
落
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
。
字
数
制
限

上
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
本
文
全
て
は
掲
載
で
き
な
い
の
で
、
教
育
出

版
教
科
書
の
段
落
分
け
に
沿
っ
て
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
概
観
を
見
て

い
き
た
い
。（
な
お
、
以
後
の
引
用
の
都
合
上
、
Ⅰ
〜
Ⅴ
の
記
号
を
便
宜
的

に
付
け
た
）

Ⅰ
「
借
家
住
ま
い
の
分
限
者
」

借
家
請
状
の
体
裁
か
ら
始
ま
り
、
藤
屋
市
兵
衛
（
藤
市
）
が
千
貫
目
持

ち
の
借
家
住
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
。
家
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
か
ら

「
借
家
住
ま
い
の
分
限
者
」
の
位
置
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
悔

し
が
る
。

Ⅱ
「
藤
市
の
工
夫
と
始
末
」

藤
市
は
元
来
利
発
者
で
あ
り
、
情
報
収
集
も
怠
ら
な
か
っ
た
。
ふ
だ
ん

の
身
持
ち
も
質
素
で
、
衣
服
・
履
き
物
な
ど
に
も
工
夫
と
始
末
を
重
ね

た
り
、
外
出
し
て
も
生
活
上
役
立
つ
拾
い
物
に
注
意
し
て
、
銀
を
貯
め

て
き
た
。

Ⅲ
「
藤
市
の
や
り
く
り
」

藤
市
は
吝
嗇
家
で
は
な
く
「
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ
き
願
ひ
」
を
抱
い

て
工
夫
を
し
て
き
た
。
多
忙
時
の
時
間
節
約
や
、
商
品
の
受
け
取
り
の

知
恵
、
経
済
的
な
買
い
物
の
工
夫
、
家
屋
敷
の
庭
木
の
合
理
的
な
植
栽

な
ど
を
な
し
て
財
を
築
い
た
。

Ⅳ
「
娘
の
し
つ
け
」

娘
の
養
育
に
つ
い
て
も
、
嫁
入
り
道
具
に
は
銀
山
の
絵
を
描
か
せ
た

り
、
自
宅
で
い
ろ
は
歌
や
文
字
を
教
え
た
り
し
て
、
始
末
者
に
な
る
べ

く
一
般
と
は
異
な
る
養
育
方
法
を
取
り
入
れ
た
。
そ
の
結
果
、
娘
も
親

の
世
渡
り
法
を
よ
く
会
得
し
た
娘
に
成
長
す
る
。

Ⅴ
「
長
者
の
指
南
」

長
者
に
な
る
た
め
の
指
南
を
請
い
に
来
た
町
内
の
若
者
が
、
人
日
の
節

句
の
日
で
あ
っ
た
た
め
、
吸
い
物
か
雑
煮
か
煮
麺
か
と
、
そ
の
馳
走
を

一
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期
待
す
る
。
三
人
に
世
渡
り
法
を
教
授
し
た
後
、
馳
走
の
音
と
思
っ
た

の
が
見
事
に
か
わ
さ
れ
る
落
ち
で
結
ぶ
。

二

表
現
上
の
観
点
か
ら

教
科
書
会
社
で
は
「
世
界
の
借
家
大
将
」
に
ど
の
よ
う
な
教
材
観
と
指
導

内
容
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
全
文
所
収
が
な
さ
れ
て
い
る
も
う
一

社
、
桐
原
書
店
の
教
科
書
に
準
拠
し
た
、
い
わ
ゆ
る
教
授
者
の
た
め
の
指
導

書
『
探
求
古
典
Ｂ

古
文
編
【
指
導
資
料
】』（
以
下
「
指
導
書
」）
か
ら
見

て
み
た
い
。
ま
ず
「
単
元
の
ね
ら
い
」
で
は
、
現
代
に
つ
な
が
る
時
代＝

近

世
の
作
品
を
読
む
こ
と
の
共
感
と
楽
し
さ
が
味
わ
え
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

作
中
人
物
や
作
者
の
考
え
方
・
興
味
が
現
代
に
も
通
じ
る
こ
と
に
気

づ
き
、
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
に
違
い
な
い
。

（
中
略
）
ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
学
習
し
た
古
典
文
法
の
知
識
を
生
か

し
、
作
中
人
物
の
心
情
や
描
か
れ
る
情
景
を
自
分
の
言
葉
で
感
じ
ら
れ

や
す
い
近
世
文
学
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
ほ
し

い
。

藤
市
の
人
物
観
に
触
れ
、
現
代
に
も
通
じ
る
価
値
観
を
読
み
と
る
こ
と

は
、
単
な
る
語
学
的
・
文
法
的
な
学
習
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
文
学
作
品

を
読
み
と
る
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
き
な
異
議
は
な
い
。
し

か
し
、「
古
典
文
法
の
知
識
を
生
か
し
」
た
読
み
と
は
言
え
、「
餅
は
つ
き
た

て
の
好
も
し
く
、
春
め
き
て
見
え
け
る
。」
な
ど
と
、
連
体
形
で
閉
じ
ら
れ

（
�
）

る
文
体
で
あ
る
。
む
し
ろ
古
典
文
法
の
学
習
か
ら
は
離
れ
て
、
文
学
作
品
を

素
朴
に
鑑
賞
す
る
作
業
と
心
構
え
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
に
し
て
も
「
楽
し

さ
」
と
は
指
導
書
中
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
こ
の
「
世
界
の
借

家
大
将
」
の
場
合
、
何
を
楽
し
め
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て

は
、
次
の
「
単
元
の
構
成
」
の
部
分
で
あ
ら
た
め
て
提
示
さ
れ
る
。

『
日
本
永
代
蔵
』
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
動
す
る
経
済
社
会
に
生
き

る
町
人
た
ち
の
姿
が
読
者
の
共
感
を
得
た
作
品
で
、
本
単
元
で
は
、
一

代
で
巨
万
の
富
を
築
き
上
げ
た
男
の
、
極
端
な
倹
約
ぶ
り
を
描
い
た

「
世
界
の
借
家
大
将
」
を
取
り
上
げ
た
。

並
外
れ
た
倹
約
の
あ
り
さ
ま
だ
け
で
は
な
く
、
男
の
持
つ
合
理
精
神

や
、
た
く
ま
し
く
生
き
る
姿
勢
な
ど
を
、
軽
妙
な
文
体
に
沿
っ
て
楽
し

く
味
わ
い
た
い
。

つ
ま
り
藤
市
の
「
合
理
精
神
・
た
く
ま
し
さ
」
を
、「
軽
妙
な
文
体
」
の

中
か
ら
読
み
と
る
こ
と
で
楽
し
さ
を
味
わ
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、「
軽

妙
な
文
体
」
と
は
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
西
鶴
の
俳
諧
性
に
ま
で
は
及
ん

で
い
な
い
。
表
現
学
習
と
し
て
も
、
読
解
学
習
と
し
て
も
、
修
辞
上
に
表
わ

さ
れ
た
俳
諧
的
手
法
の
面
白
さ
を
味
わ
う
観
点
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い
。
俳

諧
的
手
法
の
例
を
二
〜
三
示
し
て
み
よ
う
。
教
育
出
版
教
科
書
の
段
落
区
分

で
言
え
ば
、
Ⅰ
「
借
家
住
ま
い
の
分
限
者
」
の
中
に
、
貸
し
金
の
抵
当
に
し

て
い
た
家
作
が
手
に
入
っ
た
た
め
家
持
ち
に
な
り
、
借
家
住
ま
い
の
分
限
者

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究
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で
な
く
な
る
こ
と
に
藤
市
が
悔
し
が
る
有
名
な
場
面
が
あ
る
。

今
ま
で
は
借
家
に
居
て
の
分
限
と
言
は
れ
し
に
、
向
後
、
家
あ
る
か

ち
り
ほ
こ
り

ら
は
、
京
の
歴
々
の
内
蔵
の
塵
埃
ぞ
か
し
。

借
家
住
ま
い
の
千
貫
目
持
ち
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
都
の
沙
汰
」
と
な
る
の

で
あ
る
が
、
家
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
洛
中
の
歴
々
の
商
人
た
ち
と

比
べ
て
も
足
下
に
も
及
ば
な
い
。
現
実
的
に
そ
う
い
っ
た
長
者
た
ち
は
、
例

え
ば
『
西
鶴
織
留
』
巻
二
の
一
「
保
津
川
の
流
れ
山
崎
の
長
者
」
に
登
場
す

る
「
山
崎
屋
」
が
、
七
千
貫
目
を
持
つ
「
洛
陽
分
限
袖
鑑
の
第
二
十
八
番

目
」
の
長
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
藤
市
を
は
る
か
に
上
回
る
大
金
を
所
有
し

て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
京
代
々
に
続
く
長
者
の
資
産
に
比
べ
た
ら
、
藤
市
の

持
つ
一
千
貫
目
な
ど
、
ま
さ
し
く
「
内
蔵
の
塵
埃
」
の
よ
う
な
比
較
に
し
か

な
ら
ず
、
自
ら
も
「
塵
埃
」
の
よ
う
に
軽
い
存
在
で
し
か
な
い
こ
と
を
表
す

俳
諧
文
特
有
の
掛
詞
的
な
表
現
で
あ
る
。

ま
た
、
Ⅱ
「
藤
市
の
工
夫
と
始
末
」
で
も
、
藤
市
が
「
葬
礼
」
に
出
か
け

る
と
こ
ろ
で
「
鳥
部
山
」
の
地
名
が
出
さ
れ
る
。

町
並
み
に
出
る
葬
礼
に
は
、
ぜ
ひ
な
く
、
鳥
部
山
に
送
り
て
、
人
よ

り
あ
と
に
帰
り
さ
ま
に
、
六
波
羅
の
野
道
に
て
、（
中
略
）
蹴
つ
ま
づ

ひ
う
ち
い
し

く
所
で
、
燧
石
を
拾
ひ
て
、
袂
に
入
れ
け
る
。
朝
夕
の
煙
を
立
つ
る
世

帯
持
ち
は
、
よ
ろ
づ
、
か
や
う
に
気
を
つ
け
ず
し
て
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。

（
�
）

野
間
光
辰
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
際
の
火
葬
場
は
建
仁
寺
の
東
南
付

近
に
あ
っ
た
。
現
実
と
は
異
な
る
場
の
設
定
は
、
俳
諧
の
付
合
的
手
法
が
あ

れ
ば
こ
そ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
鳥
部
山
」
か
ら
「
煙
」
へ
の
展
開
は
、

言
わ
ず
と
知
れ
た
『
徒
然
草
』
の
文
章
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読

者
に
は
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
徒
然
草
』
の
無
常
の
世
界
観
は
、
次
の
生

活
上
の
注
意
点
と
し
て
「
燧
石
」
を
持
ち
帰
る
実
用
性
に
よ
り
、
現
実
感
溢

れ
る
藤
市
の
行
動
原
理
に
収
斂
さ
れ
る
。
読
者
に
は
、
無
常
か
ら
現
実
へ

の
、
一
瞬
に
し
て
の
世
界
観
の
転
換
の
妙
が
味
わ
え
る
。

ま
た
、
Ⅳ
「
娘
の
し
つ
け
」
で
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
俳

諧
的
修
辞
が
分
か
り
や
す
い
。

「
洛
中
尽
く
し
を
見
た
ら
ば
、
見
ぬ
所
を
歩
き
た
が
る
べ
し
。『
源

氏
』『
伊
勢
物
語
』
は
、
心
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
も
の
な
り
。」

と
、
多
田
の
銀
山
、
出
盛
り
し
あ
り
さ
ま
描
か
せ
け
る
。
こ
の
心
か
ら

は
、
い
ろ
は
歌
を
作
り
て
読
ま
せ
、
女
寺
へ
も
遣
ら
ず
し
て
、
筆
の
道

を
教
へ
、
ゑ
ひ
も
せ
す
京
の
か
し
こ
娘
と
な
し
ぬ
。

こ
の
「
い
ろ
は
歌
」〜「
ゑ
ひ
も
せ
す
」〜「
京
」〜「
か
し
こ
」
の
詞
章
は
、

教
科
書
の
脚
注
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
縁
語
的
連
想
で
あ
る
。
こ
の
面
白

さ
は
現
代
の
高
校
生
で
も
分
か
り
や
す
い
。
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
前
の
部
分
、

藤
市
の
言
葉
に
も
着
目
し
た
い
。
娘
の
嫁
入
り
道
具
と
し
て
、「
多
田
の
銀

山
」
の
屛
風
を
描
か
せ
る
意
図
を
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
源

氏
』『
伊
勢
物
語
』
と
あ
る
が
、
な
ぜ
『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
と
併
記

一
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さ
れ
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
な
ぜ
『
源
氏
』『
伊
勢
』
と
併
記
さ
れ

な
い
の
か
。
そ
の
方
が
対
表
現
と
な
り
、
整
理
さ
れ
た
安
定
感
が
も
た
ら
さ

れ
る
。
な
の
に
『
源
氏
（
物
語
）』
を
示
す
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
「
物
語
」
が

付
け
ら
れ
て
い
な
い
の
か
。
そ
こ
に
は
『
源
氏
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
が
あ
る
。『
源
氏
』
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
多
田
」
の
語
が
活
か
さ
れ
る
。

つ
ま
り
『
源
氏
（
物
語
）』〜
多
田
（
源
氏
）〜（
多
田
）
銀
山
の
連
想
で
読
ま

せ
る
手
法
が
、
読
者
へ
面
白
味
を
も
た
ら
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
も

娘
の
教
育
と
し
て
、
常
識
的
に
は
『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』
を
与
え
、

雅
な
世
界
に
親
し
ま
せ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
こ
の
連
想
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し

て
商
売
上
の
現
実
性
を
教
育
す
る
「
多
田
銀
山
」
の
世
界
に
変
転
さ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
雅
か
ら
俗
へ
の
情
緒
の
変
転
も
、
読
者
に
は
俳
諧
的
妙
味
を
感

じ
さ
せ
る
展
開
で
あ
っ
た
。

西
鶴
は
俳
人
と
し
て
の
地
位
も
確
立
し
て
い
た
。
彼
の
文
体
に
俳
諧
的
手

法
が
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で

あ
る
。
読
者
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
西
鶴
の
文
章
を
読
み
楽
し
ん
で
い

る
。
現
代
の
高
校
生
に
も
、
こ
の
表
現
上
の
妙
味
と
俳
諧
的
文
体
の
リ
ズ
ム

感
は
楽
し
め
る
。
西
鶴
浮
世
草
子
作
品
を
教
材
と
し
て
取
り
扱
う
以
上
、
教

授
者
は
、
や
は
り
随
所
に
見
ら
れ
る
俳
諧
的
文
章
技
巧
に
も
理
解
を
及
ぼ
す

べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
学
習
者
に
も
、
そ
の
よ
う
な
表
現
の
面
白
さ
に

親
し
む
こ
と
が
で
き
る
教
材
で
あ
る
こ
と
も
提
示
し
て
い
き
た
い
。

西
鶴
特
有
の
俳
諧
的
文
体
は
、
い
わ
ば
一
次
元
的
な
「
言
葉
の
面
白
さ
」

で
も
あ
る
。
加
え
て
文
章
読
解
か
ら
得
ら
れ
る
二
次
元
的
な
「
形
象
の
面
白

さ
」
を
感
受
す
る
だ
け
で
も
、
藤
市
の
「
合
理
精
神
・
た
く
ま
し
さ
」
と
い

っ
た
要
素
を
学
習
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
俳
諧
的
文
章
の
妙

や
、
文
章
読
解
の
み
で
得
ら
れ
る
楽
し
さ
に
教
授
者
自
身
が
止
ま
っ
て
い
て

は
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
本
質
的
な
理
解
は
得
ら
れ
な
い
。
二
次
元
ま

で
の
平
面
的
な
読
み
に
止
ま
ら
ず
、
西
鶴
の
創
作
意
図
や
創
作
態
度
と
い
っ

た
三
次
元
的
な
理
解
を
加
え
る
こ
と
で
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
文
学
的

モ
チ
ー
フ
が
立
体
的
に
鑑
賞
で
き
る
。
教
授
者
自
身
の
理
解
を
深
め
て
い
く

教
材
研
究
が
大
切
で
あ
る
。
作
家
の
創
造
性
へ
の
理
解
が
な
さ
れ
て
、
作
品

の
深
化
し
た
理
解
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
態
度
は
、
西
鶴
の
構
想
に
即
し
て

読
む
こ
と
へ
の
階
梯
と
も
な
り
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
読
み
を
さ
ら
に

深
め
た
も
の
に
す
る
。

三

指
導
書
か
ら
み
た
読
解
の
観
点

「
世
界
の
借
家
大
将
」
に
お
い
て
、
近
世
貨
幣
経
済
社
会
の
中
に
あ
っ
て

は
特
異
と
も
い
え
る
藤
市
の
人
間
性
・
精
神
性
を
学
習
す
る
こ
と
が
指
導
書

で
は
目
標
と
な
る
。
そ
れ
で
は
指
導
書
は
、
ど
う
い
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
藤
市

の
人
間
像
を
と
ら
え
る
と
い
う
の
か
。
具
体
的
な
「
授
業
展
開
例
」
と
し

て
、
お
よ
そ
十
数
点
に
絞
っ
て
発
問
例
を
示
し
、
導
き
出
す
べ
き
学
習
者
の

「
答
」
を
提
示
し
て
い
る
。
学
習
者
と
の
発
問
↑
↓
発
表
と
い
っ
た
や
り
と

り
を
通
じ
て
、
ど
こ
に
読
解
の
ね
ら
い
を
絞
っ
て
い
る
の
か
が
う
か
が
え
る

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
発
問
の
や
り
と
り
を
通
じ
て
、
学
習
者
に
「
世
界

の
借
家
大
将
」
の
主
題
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
。
そ
ん
な

読
解
ポ
イ
ン
ト
の
中
で
も
、
特
に
眼
目
と
思
わ
れ
る
十
二
点
に
つ
い
て
、
長

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究

一
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い
引
用
で
は
あ
る
が
、
指
導
書
の
と
お
り
に
「
問
」
と
「
答
」
を
示
し
て
い

く
。（
こ
こ
で
も
①
〜
⑫
の
記
号
を
便
宜
的
に
付
け
た
）

①
問
「
借
家
請
状
」
の
文
体
で
藤
市
を
紹
介
し
て
い
る
効
果
を
考
え
よ
。

答
（
前
略
）
身
元
保
証
が
必
要
な
借
家
人
は
一
般
的
に
は
貧
し
く
、

「
千
貫
目
」
持
つ
借
家
人
は
通
常
あ
り
え
な
い
。
そ
の
ア
イ
ロ
ニ

ー
で
読
者
の
意
表
を
つ
く
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

②
問

藤
市
が
「
こ
れ
を
悔
や
」
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
。

答

借
家
住
ま
い
を
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、
千
貫
目
と
い
う
財
産
は

大
き
い
も
の
だ
が
、
家
持
ち
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
ほ
か
の
本
物

の
金
持
ち
た
ち
に
劣
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

▽

普
通
な
ら
借
家
人
か
ら
家
持
ち
に
身
分
が
上
が
る
こ
と
を
喜
ぶ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
藤
市
の
心
意
気
を
感
じ
取
り
た
い
。

③
問

第
二
段
落
前
半
に
お
け
る
作
者
の
言
葉
を
抜
き
出
し
、
ど
の
よ
う

に
藤
市
を
評
価
し
て
い
る
か
を
述
べ
よ
。

答
「
朝
夕
の
煙
を
…
…
気
を
つ
け
ず
し
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」。
藤
市

の
細
や
か
な
倹
約
の
気
配
り
を
、
生
計
を
立
て
る
う
え
で
必
須
の

も
の
で
あ
る
と
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。

④
問
「
不
断
の
身
持
ち
、
…
…
あ
る
べ
か
ら
ず
。」
で
、
藤
市
の
倹
約
家

ぶ
り
が
表
れ
て
い
る
箇
所
を
指
摘
し
、
倹
約
に
つ
な
が
る
理
由
を

ま
と
め
よ
。

答
「
肌
に
単
襦
袢
、
大
布
子
、
綿
三
百
目
入
れ
て
、
一
つ
よ
り
ほ
か

に
着
る
こ
と
な
し
。」
↓
布
子
は
紬
よ
り
質
素
で
あ
る
上
、
通
常

は
百
匁
入
り
を
重
ね
着
す
る
が
、
三
百
匁
入
り
の
大
布
子
一
枚
で

済
ま
せ
た
。（
こ
の
他
、「
袖
覆
輪
・
革
足
袋
に
雪
踏
履
き
・
花
色

と
海
松
茶
染
め
の
絹
物
・
既
製
品
の
紋
・
麻
袴
と
肩
衣
・
葬
礼
の

帰
り
道
で
の
薬
草
引
き
・
燧
石
の
拾
得
」
な
ど
全
部
で
八
点
を
抜

き
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
を
示
し
「
答
」
が
設
定
さ
れ
て
い

る
。）

⑤
問

藤
市
は
な
ぜ
「
一
つ
」
し
か
買
わ
な
か
っ
た
の
か
。

答

縁
起
物
と
は
い
え
割
高
な
初
物
を
二
つ
買
う
よ
り
も
、
今
は
一
つ

に
し
て
お
い
て
出
盛
り
期
に
も
う
一
つ
買
う
方
が
、
大
き
な
も
の

が
手
に
入
り
経
済
的
だ
か
ら
。

⑥
問

藤
市
の
価
値
観
は
、
世
間
一
般
の
人
に
比
べ
る
と
、
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
か
。「
餅
」
と
「
茄
子
」
の
例
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
整
理
せ
よ
。

答

世
間
一
般
の
価
値
観

藤
市
の
価
値
観

「
餅
」
・
自
分
の
家
で
つ
く
↑
↓
・「
大
仏
の
前
」
に
注
文

（
出
費
を
避
け
た
い
）
（
多
忙
時
に
は
注
文
し
た
方
が
得
）

・
つ
き
た
て
が
好
ま
し
い
↑
↓
・
冷
め
て
か
ら
買
う

（
早
く
買
い
た
い
）

（
目
減
り
を
待
つ
）

「
茄
子
」・
二
つ
を
三
文
で
買
う

↑
↓
・
一
つ
を
二
文
で
買
う

（
割
安
の
感
が
あ
る
）

（
初
物
は
割
高
で
あ
る
）

⑦
問

藤
市
の
行
動
に
つ
い
て
、
第
二
段
落
後
半
の
内
容
は
、
第
一
段
落

・
第
二
段
落
前
半
と
比
べ
て
ど
う
異
な
る
か
。「
こ
の
男
…
…
な

り
ぬ
べ
き
願
ひ
」
に
注
意
し
て
説
明
せ
よ
。

二
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答

第
一
・
第
二
段
落
前
半
に
描
か
れ
る
藤
市
の
倹
約
ぶ
り
は
、
世
間

一
般
か
ら
見
る
と
極
端
な
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
段
落
後
半
の
内

容
は
、
藤
市
の
態
度
が
、
人
の
手
本
に
な
ろ
う
と
し
て
の
も
の

で
、
合
理
性
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑧
問
「
多
田
の
銀
山
」
を
描
か
せ
た
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
は
ど
の
よ
う

な
と
こ
ろ
に
あ
る
か
。

答

夫
婦
の
寝
室
に
飾
る
嫁
入
り
屛
風
と
し
て
は
い
さ
さ
か
不
似
合
い

な
銀
山
を
描
か
せ
た
と
こ
ろ
。
合
理
的
な
藤
市
ら
し
い
。

⑨
問

こ
れ
ら
の
教
育
の
結
果
、
藤
市
の
娘
は
ど
の
よ
う
に
育
っ
た
か
。

簡
潔
に
ま
と
め
よ
。

答

藤
市
の
実
利
優
先
の
性
質
を
見
習
っ
て
、
む
だ
な
遊
び
を
せ
ず
、

自
主
的
に
身
の
回
り
の
こ
と
を
す
る
賢
い
娘
に
育
っ
た
。

⑩
問
「
灯
心
を
一
筋
に
」
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

答

灯
心
は
普
通
二
〜
三
筋
に
し
て
明
る
さ
を
保
つ
が
、
娘
は
、
父
の

倹
約
の
精
神
を
察
し
て
こ
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑪
問

藤
市
の
、
娘
に
対
す
る
教
育
者
ぶ
り
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
箇
所

を
指
摘
せ
よ
。

答

・「
嫁
入
り
屛
風
を
こ
し
ら
へ
取
ら
せ
け
る
に
…
多
田
の
銀
山
、

出
盛
り
し
あ
り
さ
ま
書
か
せ
け
る
。」

・「
い
ろ
は
歌
を
作
り
て
誦
ま
せ
、
女
寺
へ
も
や
ら
ず
し
て
、
筆

の
道
を
教
へ
、
ゑ
ひ
も
せ
す
京
の
か
し
こ
娘
と
な
し
ぬ
。」

⑫
問

真
面
目
な
倹
約
話
の
中
の
、
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
箇
所
を
指

摘
せ
よ
。

答

・
正
月
の
風
習
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
を
神
代
ま
で

遡
ら
せ
つ
つ
、
倹
約
の
精
神
と
い
う
観
点
で
説
い
て
い
く
点
。

・
近
所
の
男
子
た
ち
に
夜
食
の
期
待
を
さ
せ
て
お
い
て
、
最
後
に

夜
食
を
出
さ
な
い
の
が
長
者
に
な
る
心
と
落
ち
を
つ
け
る
点
。

一
で
示
し
た
教
育
出
版
教
科
書
の
段
落
分
け
に
従
っ
て
、「
世
界
の
借
家

大
将
」
全
体
を
序
・
中
・
終
の
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
序

盤
は
Ⅰ
「
借
家
住
ま
い
の
分
限
者
」・
Ⅱ
「
藤
市
の
工
夫
と
始
末
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
十
二
の
ポ
イ
ン
ト
の
う
ち
、
①
〜
④
の
問
が
序
盤
に
あ

て
は
ま
る
。
ま
た
、
中
盤
は
Ⅲ
「
藤
市
の
や
り
く
り
」
で
、
こ
こ
で
は
ポ
イ

ン
ト
の
⑤
〜
⑦
が
あ
て
は
ま
る
。
終
盤
は
Ⅳ
「
娘
の
し
つ
け
」・
Ⅴ
「
長
者

の
指
南
」
で
あ
り
、
ポ
イ
ン
ト
の
⑧
〜
⑫
が
あ
て
は
ま
る
。

序
盤
で
は
、
Ⅰ
で
藤
市
の
世
間
的
立
場
を
読
み
と
ら
せ
た
上
で
、
①
の
問

答
を
通
じ
て
表
現
効
果
を
学
習
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
②
の
▽
以
下
に
あ
る

「
藤
市
の
心
意
気
」
に
つ
い
て
の
問
は
、
借
家
人
で
あ
り
な
が
ら
分
限
者
で

あ
る
こ
と
を
誇
る
藤
市
の
心
情
を
感
じ
取
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
Ⅱ
で
は

③
・
④
で
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
鶴
の
藤
市
に
対
す
る
評
価
や
、
藤
市

の
非
凡
な
人
物
像
を
読
み
と
る
こ
と
が
観
点
と
な
る
。
し
か
し
西
鶴
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
指
導
書
の
よ
う
に
単
な
る
「
倹
約
の
気
配
り
」
と
し
て
経
済

的
観
点
か
ら
し
か
理
解
し
な
い
の
で
は
一
面
的
な
読
み
に
止
ま
る
。
同
様

に
、
指
導
書
が
示
す
④
の
解
答
例
で
は
倹
約
の
理
由
を
確
認
す
る
だ
け
に
止

め
て
い
る
。
指
導
書
が
示
す
読
み
は
、
西
鶴
が
藤
市
に
込
め
た
人
物
造
形
の

意
味
に
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
。

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究
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序
盤
の
④
に
続
い
て
中
盤
の
⑤
・
⑥
の
問
で
も
藤
市
独
自
の
倹
約
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
合
理
的
か
つ
独
創
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
、
他

の
人
と
は
違
う
価
値
観
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
も
読
み
と
ら
せ
る
。

藤
市
は
「
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ
き
願
ひ
」
を
抱
い
て
お
り
、
続
く
⑦
の
問

い
か
け
も
、
そ
の
「
願
ひ
」
が
、
単
純
な
吝
嗇
家
に
と
ど
ま
ら
な
い
動
機
を

含
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

も
指
導
書
は
「
人
の
手
本
に
な
ろ
う
」
と
し
て
の
合
理
性
に
そ
の
理
解
を
止

め
て
い
る
。
そ
れ
で
は
藤
市
と
い
う
人
間
像
を
創
造
し
た
西
鶴
の
意
図
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
不
十
分
で
あ
る
。
商
人
の
手
本
と
し
て
の
合
理
性
に
止
ま
る

解
釈
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
創
作
意
図
の
も
と
に
藤
市
像
が
創
造
さ
れ
た
の

か
、
そ
の
観
点
が
導
入
さ
れ
て
こ
そ
物
語
の
本
質
も
理
解
で
き
よ
う
。

最
後
に
終
盤
か
ら
は
、
Ⅳ
全
体
の
読
み
を
基
盤
に
し
て
、
⑧
〜
⑪
の
問
で

藤
市
の
娘
養
育
法
や
そ
の
影
響
を
読
み
と
る
。
藤
市
の
後
継
者
育
成
へ
の
思

い
や
、
そ
れ
を
受
け
止
め
た
娘
の
成
長
を
理
解
す
る
。
し
か
し
現
実
の
藤
市

の
娘
は
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
父
親
の
跡
を
嗣
ぐ
べ

き
逞
し
い
育
ち
の
女
性
で
は
な
か
っ
た
。
藤
市
の
吝
嗇
性
の
た
め
か
、
分
限

者
の
家
に
生
ま
れ
た
と
い
う
の
に
下
女
奉
公
ま
で
さ
せ
ら
れ
た
の
で
、
哀
れ

に
も
三
十
歳
余
り
で
首
を
く
く
っ
て
自
死
し
た
と
い
う
。
西
鶴
は
明
ら
か
に

理
想
の
娘
像
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
西
鶴
の
創
造
意
識
が
働
い
た
。
最

後
に
、
三
人
の
男
子
た
ち
へ
言
い
聞
か
せ
る
長
者
指
南
の
Ⅴ
の
部
分
も
、
⑫

で
の
問
い
か
け
は
、
物
語
終
盤
で
の
落
ち
を
付
け
た
ユ
ー
モ
ア
性
の
あ
る
表

現
を
感
じ
と
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
。
そ
れ
以
上
に
、
正
月
の
年
中
行
事
で

さ
え
も
、
合
理
的
な
現
実
認
識
を
示
す
藤
市
に
あ
っ
て
は
、
始
末
・
節
約
の

意
義
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
内
容
読
解
の
上
で
も
重
要
な
部
分
で
あ

る
。
表
現
上
の
ユ
ー
モ
ア
だ
け
に
読
み
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
娘
の
形
象

化
と
と
も
に
、
こ
こ
で
も
娘
の
形
象
性
や
藤
市
の
心
意
気
を
理
解
し
て
こ

そ
、
作
品
の
読
み
が
深
め
ら
れ
る
。

「
世
界
の
借
家
大
将
」
は
、
致
富
成
功
を
な
し
た
男
の
方
法
論
を
読
み
取

る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
藤
市
の
致
富
成
功
譚
を
教
訓
的
に
受
け
と
め
る

も
の
で
も
な
い
。
人
間
心
理
に
踏
み
込
ん
だ
合
理
的
精
神
の
理
解
に
楽
し
み

が
あ
る
こ
と
は
指
導
書
で
も
基
本
に
す
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

藤
市
と
い
う
成
功
者
の
発
想
・
思
考
法
を
読
解
し
、
彼
の
世
間
的
常
識
に
と

ら
わ
れ
な
い
姿
勢
を
通
じ
て
、
独
創
的
な
人
物
像
を
読
み
と
る
面
白
さ
も
あ

る
。
広
嶋
進
氏
も
言
う
よ
う
に
「
主
人
公
の
知
恵
・
才
覚
に
よ
る
成
功
譚

を
、
ま
っ
た
く
の
夢
物
語
と
し
て
、
あ
る
い
は
過
去
の
栄
華
話
と
し
て
、
読

（
�
）

者
に
提
供
し
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
把
握
し
て
、
過
去
の
長
者
の
成
功
物
語

と
し
て
の
意
外
性
や
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
。
指
導
書
が

導
き
出
そ
う
と
す
る
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
読
み
は
、
藤
市
の
合
理
的
精

神
と
節
約
の
諸
相
か
ら
、
そ
の
生
き
様
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
授
業

に
お
け
る
読
み
な
ら
、
そ
の
範
囲
が
精
一
杯
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
教

授
者
の
教
材
研
究
に
お
い
て
は
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
理
解
を
藤
市
の

精
神
性
・
人
間
性
に
と
ど
め
て
は
い
け
な
い
。「
世
界
の
借
家
大
将
」
に
は
、

作
者
西
鶴
の
創
作
意
識
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。
実
在
の
藤
市
像
か
ら
は

離
れ
、
西
鶴
の
価
値
観
で
創
造
さ
れ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
経
済
人
の
創
造
。

西
鶴
は
主
人
公
・
藤
市
の
人
物
創
造
を
通
し
て
、
読
者
に
何
を
も
た
ら
そ
う

と
し
て
い
る
の
か
。
文
学
的
創
造
性
を
も
把
握
す
る
こ
と
で
、
指
導
書
に
は

二
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盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
深
化
し
た
読
み
が
可
能
に

な
る
。

四
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
深
化
し
た
読
み

井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
が
、
俳
諧
性
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
こ
と

は
前
提
で
あ
る
。
そ
の
俳
諧
的
文
章
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
当
時
の
読
者
の

視
点
か
ら
読
む
態
度
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
文
学
作
品
に
向
か
う
際
の
前
提

で
あ
る
。
授
業
で
、
現
代
に
通
じ
る
合
理
的
精
神
・
合
理
的
態
度
を
読
み
と

る
場
合
で
も
、
い
た
ず
ら
に
現
代
性
ば
か
り
を
求
め
て
、
作
品
の
読
み
を
歪

め
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
読
者
論
の
立
場
か
ら
も
、
谷
脇
理
史
氏
は

『
日
本
永
代
蔵
』
に
つ
い
て
、
西
鶴
が
上
方
（
京
坂
）
の
富
裕
町
人
層
（
あ

る
い
は
武
家
層
も
含
め
）
を
読
者
層
と
し
て
意
識
し
て
い
た
と
想
定
す
る
。

具
体
的
に
は
、「
古
典
の
教
養
を
身
に
つ
け
、
俳
諧
く
ら
い
は
た
し
な
み
、

生
活
に
余
裕
を
持
ち
、
時
に
は
遊
廓
な
ど
に
も
出
入
り
し
て
い
る
上
方
の
人

（
�
）

た
ち
」
で
あ
ろ
う
と
言
う
。
読
者
は
西
鶴
と
同
様
の
生
活
実
感
・
体
験
・
見

聞
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
西
鶴
の
表
現
方
法
に
着
目
す
る
。
西
鶴
自
身

も
自
己
の
腕
の
見
せ
所
と
ば
か
り
に
俳
諧
的
手
法
を
自
在
に
操
る
。『
日
本

永
代
蔵
』
は
そ
う
い
っ
た
古
典
や
俳
諧
に
熟
知
し
た
教
養
人
が
、
西
鶴
の
創

作
手
法
を
楽
し
む
た
め
の
出
版
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
村
田
穆
氏
も
、『
日

本
永
代
蔵
』
出
版
事
情
に
つ
い
て
致
富
法
の
教
科
書
を
求
め
た
の
で
は
な

く
、「
金
儲
け
の
話
を
綴
っ
て
、
金
儲
け
の
人
生
に
お
け
る
意
義
を
読
者
に

（
�
）

問
い
返
し
た
の
で
は
な
い
の
か
」
と
言
う
。
一
方
、
谷
脇
氏
の
論
に
一
定
の

疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
堀
切
実
氏
も
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
が
「
勤
労
・
慎

み
・
正
直
・
倹
約
の
徳
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
つ
つ
高
い
倫
理
性
を
追
究
す
る
堅

（
�
）

実
型
の
町
人
」
へ
向
け
た
教
訓
を
語
る
た
め
の
話
と
し
て
は
有
効
な
題
材
で

は
な
い
と
述
べ
る
。

そ
も
そ
も
実
在
の
藤
市
は
、
当
時
吝
嗇
家
と
し
て
世
間
か
ら
は
否
定
的
な

評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
谷
脇
理
史
氏
も
『
古
今
犬
著
聞
集
』（
椋
梨
一

雪

一
六
八
四
﹇
天
和
四
﹈
年
序
）
の
一
節
を
引
用
し
て
指
摘
し
た
よ
う

に
、「
徹
底
し
た
吝
嗇
家
で
あ
り
、
一
人
娘
へ
の
情
愛
さ
え
欠
い
た
無
情
な

（
�
）男」
と
し
て
当
代
の
認
識
が
あ
っ
た
。
西
鶴
で
さ
え
も
『
日
本
永
代
蔵
』
以

前
の
諸
作
品
や
俳
諧
句
の
中
で
は
、
驚
異
・
非
難
・
揶
揄
の
視
点
で
藤
市
を

と
ら
え
て
い
る
。
そ
ん
な
現
実
的
存
在
の
藤
市
が
西
鶴
の
中
で
変
質
を
と

げ
、『
日
本
永
代
蔵
』
で
形
象
化
さ
れ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
そ
こ
に

表
わ
さ
れ
る
藤
市
像
を
ど
う
把
握
し
、
ど
の
よ
う
に
文
学
的
創
造
性
を
楽
し

む
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
で
示
し
た
指
導
書
が
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
あ

げ
る
十
二
点
か
ら
、
序
・
中
・
終
の
三
場
面
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
読
み
を
検

討
し
て
み
る
。

序
盤
で
は
、「
借
家
に
居
て
の
分
限
」
者
に
こ
だ
わ
る
藤
市
の
心
意
気
を

読
み
と
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
「
心
意
気
」
と
は
何
か
。
現
実
的
に
は
一

千
貫
目
の
財
な
ど
歴
々
の
長
者
に
比
べ
た
ら
軽
い
も
の
で
し
か
な
い
。
堀
切

（
�
）氏も
言
う
よ
う
に
文
学
的
モ
チ
ー
フ
で
し
か
な
く
、
虚
構
の
設
定
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
藤
市
の
心
意
気
に
含
ま
れ
る
意
味
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
指
導
書
の
ポ
イ
ン
ト
①
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
借
家
請
状
」
の
文
体
が

い
き
な
り
現
れ
る
冒
頭
部
は
、
そ
れ
ま
で
の
仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
に
は
な

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究
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か
っ
た
画
期
的
な
書
き
出
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
②
と
関
連
し
て
、
外
聞
や
体

面
と
い
っ
た
世
間
的
常
識
に
囚
わ
れ
な
い
実
質
的
人
物
と
し
て
の
藤
市
の
登

場
を
強
く
印
象
づ
け
る
効
果
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
斬
新
性
に
よ
り
、
実
在

の
藤
市
の
負
的
評
価
を
熟
知
し
て
い
る
読
者
の
前
に
、
全
く
別
個
の
人
格
と

し
て
の
主
人
公
・
藤
市
が
現
れ
る
。
固
定
的
常
識
観
念
に
逆
ら
い
、
斬
新
性

を
付
与
さ
れ
た
藤
市
を
楽
し
め
、
新
感
覚
の
商
人
登
場
の
予
感
さ
え
感
じ
さ

せ
る
。
藤
市
の
「
心
意
気
」
と
は
、
世
間
一
般
に
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
意
志

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
旧
習
や
旧
弊
に
染
ま
っ
て
い
る
歴
々
の
分
限
者
を
超
越

し
て
い
く
。

次
に
、
③
で
問
わ
れ
る
作
者
の
評
価
の
部
分
よ
り
前
に
、
藤
市
の
情
報
収

集
家
と
し
て
の
側
面
が
描
写
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。

こ
の
男
、
家
業
の
ほ
か
に
、
反
故
の
帳
を
括
り
お
き
て
、
店
を
離
れ

ず
、
一
日
筆
を
握
り
、
両
替
の
手
代
通
れ
ば
、
銭
・
小
判
の
相
場
を
つ

け
お
き
、
米
問
屋
の
売
り
買
ひ
を
聞
き
合
は
せ
、
木
薬
屋
・
呉
服
屋
の

若
い
者
に
、
長
崎
の
様
子
を
尋
ね
、
繰
り
綿
・
塩
・
酒
は
、
江
戸
店
の

状
日
を
見
合
は
せ
、
毎
日
万
事
を
記
し
お
け
ば
、
紛
れ
し
こ
と
は
こ
こ

に
尋
ね
、
洛
中
の
重
宝
に
な
り
け
る
。

経
済
活
動
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
情
報
を
、
藤
市
は
一
日
中
書
き
と
め
て

い
る
。
そ
の
情
報
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
藤
市
は
「
洛
中
の
重
宝
」
と
し
て
重

要
視
さ
れ
て
い
た
。
藤
市
が
長
崎
商
い
で
成
功
し
た
こ
と
は
『
町
人
考
見

録
』
な
ど
に
も
記
述
が
あ
る
。
現
実
の
藤
市
も
、
長
崎
で
の
情
報
だ
け
で
な

く
『
日
本
永
代
蔵
』
で
記
述
さ
れ
る
よ
う
な
情
報
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
部
分
は
、
現
実
の
藤
市
を
念
頭
に
主
人
公
・
藤

市
を
創
造
し
て
は
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
谷
脇
氏
は
こ
の
形
象
化
を
藤
市
の
イ

メ
ー
ジ
転
換
と
し
て
注
目
す
る
。

こ
の
記
述
に
よ
り
、『
永
代
蔵
』
以
前
の
吝
嗇
家
藤
市
の
イ
メ
ー
ジ

が
徹
底
的
に
く
つ
が
え
さ
れ
、
並
の
商
人
の
出
来
な
い
こ
と
を
や
っ
て

の
け
る
藤
市
の
商
才
・
着
眼
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。（
中
略
）
西
鶴
は
、
藤
市
の
蓄
財
の
根
底
に
何
が
あ
っ
た

か
を
読
者
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
、
藤
市
の
情
報
収
集
活
動
と
そ
の

（
�
）

意
味
を
最
初
に
提
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
情
報
収
集
活
動
を
重
視
す
る
か
ら
こ
そ
藤
市
が
単
な
る

質
素
倹
約
の
み
で
分
限
者
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
財
を
築
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
も
明
白
と
な
る
。
情
報
収
集
と
い
う
、
貨
幣
経
済
の
根
本
的
な
部
分
に

お
い
て
合
理
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
判
断
も
理
に
か
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
西
鶴
は
、
情
報
収
集
の
重
要
性
を
、
藤
市
の
造
型
を
通
し
て

読
者
に
知
ら
し
め
て
い
る
。
藤
市
の
合
理
性
・
現
代
に
通
じ
る
性
質
と
は
、

こ
う
い
っ
た
側
面
を
読
み
と
っ
て
こ
そ
理
解
で
き
る
。

中
盤
に
な
り
、
藤
市
の
生
活
の
合
理
性
・
人
生
観
が
「
人
の
鑑
に
も
な
り

ぬ
べ
き
願
ひ
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

指
導
書
の
⑦
で
は
、
人
の
手
本
と
な
る
べ
き
意
欲
の
現
れ
だ
と
し
て
、
そ
の

説
明
は
語
釈
の
範
囲
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
④
〜
⑥
で
は
、
例

二
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え
ば
初
物
の
茄
子
を
「
一
つ
」
し
か
買
わ
な
か
っ
た
経
済
的
判
断
な
ど
、
世

間
一
般
の
価
値
観
と
は
異
な
る
藤
市
独
特
の
価
値
観
を
理
解
さ
せ
て
い
る
。

授
業
に
お
け
る
展
開
を
考
慮
し
た
場
合
、
④
〜
⑥
で
の
読
み
を
踏
ま
え
て
⑦

の
読
解
が
な
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
藤
市
の
判
断
基
準
・
価
値
観
だ
け
で
な

く
、
行
動
規
範
と
し
て
の
「
願
ひ
」
で
あ
る
こ
と
に
ま
で
読
み
を
深
め
た

い
。
藤
市
に
は
、
世
間
一
般
の
価
値
観
を
超
越
し
た
独
自
の
価
値
観
で
行
動

し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
あ
る
。
自
己
の
価
値
観
で
世
間
の
常
識
さ
え
も

覆
し
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
積
極
性
は
、
た
だ
の
吝

嗇
家
で
あ
り
世
間
の
悪
評
に
さ
ら
さ
れ
た
実
在
の
藤
市
と
は
違
い
、
合
理
的

価
値
観
に
則
っ
た
新
感
覚
の
姿
勢
で
生
き
る
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
経
済
人
を

創
造
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
外
見
や
見
栄
に
と
ら
わ
れ
が
ち
の
町
人

（
�
）

社
会
を
諷
刺
す
る
「
世
間
並
の
生
き
方
の
反
措
定
」
と
も
言
え
る
藤
市
の
変

貌
で
あ
っ
た
。

終
盤
の
娘
の
形
象
性
も
、
指
導
書
で
は
⑨
・
⑩
の
問
か
ら
、
自
主
的
に
身

の
回
り
の
こ
と
が
で
き
、
父
の
倹
約
精
神
も
継
承
し
て
い
る
賢
明
な
娘
と
と

ら
え
る
読
み
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
娘
へ
の
教
育
の
、
藤
市
の
徹
底
ぶ
り

も
読
み
と
ろ
う
と
い
う
。
指
導
書
に
は
ま
た
、
⑨
の
答
の
他
に
「
板
書
例
」

も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

板
書
例

○
藤
市
の
娘
へ
の
教
育
（
合
理
性
重
視
）

〈
藤
市
の
娘
〉

〈
世
間
〉

・（
嫁
入
り
屛
風
）
多
田
の
銀
山
↑
↓
・
洛
中
尽
く
し
・
物
語

・（
手
作
り
）
い
ろ
は
歌

↑
↓
・
女
寺

・
女
の
子
は
遊
ば
す
ま
じ
き
も
の
↑
↓
・
雛
遊
び
・
盆
踊
り
・
髪
型

娘
へ
の
教
育
も
藤
市
の
合
理
性
で
解
釈
し
、
そ
の
教
育
を
受
け
た
娘
も
、

父
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
自
主
的
・
賢
明
な
娘
と
い
っ
た
理
解
で
あ
る
。
し

（
�
）

（
�
）

か
し
、
野
間
光
辰
氏
や
冨
士
昭
雄
氏
な
ど
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
い
ろ
は
歌

は
藤
市
独
自
の
考
案
で
は
な
い
。『
ひ
そ
め
草
』（
一
六
四
五
﹇
正
保
二
﹈
年

刊
）
や
『
悔
草
』（
一
六
四
七
﹇
正
保
四
﹈
年
刊
）
な
ど
の
仮
名
草
子
作
品

に
、
い
ろ
は
歌
の
例
証
歌
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
い
ろ
は
歌
を
作
り
、
わ
が

子
に
教
え
授
け
る
こ
と
は
、
戦
国
時
代
か
ら
の
風
習
で
も
あ
っ
た
。
冨
士
氏

は
「
こ
れ
ら
の
仮
名
草
子
を
下
敷
に
し
て
、
藤
市
の
娘
の
し
つ
け
方
を
描
い

た
の
か
も
」
し
れ
な
い
と
推
測
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
い
ろ
は
歌
の
記
述

は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
縁
語
と
し
て
「
京
の
か
し
こ
娘
」
を
導
き
出
す
た

め
の
方
便
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
自
作
の
い
ろ
は
歌
で
は
、
藤
市

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
も
独
自
性
も
、
当
時
の
読
者
は
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
こ
は
板
書
例
を
基
に
、
藤
市
の
養
育
方
針
が
独
特
の
「
英
才
教
育
」

を
施
し
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。
し
か
も
、
娘
は
藤
市
の
教
導
を
よ
く
理

解
し
て
、
そ
の
体
現
者
と
な
っ
て
成
長
し
て
い
る
。
教
科
書
で
は
単
元
末
で

も
「
学
習
の
手
引
き
」
と
し
て
「『
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ
き
願
ひ
』
を
持

っ
た
藤
市
の
、
娘
に
対
す
る
教
育
者
ぶ
り
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
箇
所
を
指

摘
し
て
み
よ
う
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ポ
イ
ン
ト
⑪
の
発
問
例
と
し
て
も
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
娘
教
育
の
重
点
箇
所
で
あ
る
。
指
導
書
で
は
「
解
答
」

と
し
て
、「
嫁
入
り
屛
風
」
と
「
い
ろ
は
歌
」
の
部
分
を
示
し
て
い
る
が
、

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究

二
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そ
の
直
後
の
「
解
説
」
で
は
藤
市
の
娘
に
対
す
る
親
心
を
読
み
取
る
べ
き
こ

と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
わ
が
子
を
見
る
ほ
ど
、
お
も
し
ろ
き
は
な
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

藤
市
の
教
育
が
、
実
利
に
徹
し
た
も
の
な
が
ら
も
、
子
ど
も
へ
の
温
か

い
ま
な
ざ
し
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
。

温
か
い
ま
な
ざ
し
を
送
る
藤
市
の
視
線
は
、
藤
市
特
有
の
合
理
的
精
神
が

娘
に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
象
徴
す
る
。「
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ

き
願
ひ
」（＝

新
し
い
価
値
観
を
体
現
す
る
行
動
規
範
）
を
縦
糸
と
し
て
、

藤
市
親
娘
の
精
神
的
連
関
が
横
糸
に
な
り
、
西
鶴
の
文
学
的
モ
チ
ー
フ
に
沿

っ
た
展
開
が
な
さ
れ
て
い
く
。
読
者
は
藤
市
の
娘
が
ど
の
よ
う
に
形
象
化
さ

れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
も
物
語
の
楽
し
み
と
な
る
。
世
間
的
常
識
に
と
ら
わ

れ
ず
、
自
己
の
信
念
の
た
め
に
合
理
的
精
神
を
日
常
生
活
で
実
践
し
て
い

く
。
そ
う
し
た
親
娘
の
行
動
様
式
・
規
範
意
識
を
読
み
取
る
楽
し
み
も
読
者

に
も
た
ら
さ
れ
る
。

そ
れ
以
前
に
は
、
西
鶴
に
さ
え
も
吝
き
者
の
代
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
藤
市
。
そ
の
藤
市
の
吝
嗇
に
潰
さ
れ
自
死
を
選
び
と
っ
た
娘
。
こ
の
負
的

要
素
を
帯
び
て
い
た
現
実
の
親
娘
を
、
全
く
別
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
西

鶴
は
変
貌
さ
せ
た
。
虚
構
の
中
で
構
築
さ
れ
、
西
鶴
自
身
の
価
値
観
に
よ
っ

て
合
理
的
精
神
の
体
現
者
と
し
て
の
性
格
を
付
与
さ
れ
る
。
藤
市
親
娘
は
、

俳
諧
の
素
質
を
基
盤
と
し
た
西
鶴
の
作
家
的
創
造
性
に
よ
っ
て
、
虚
構
化
さ

れ
た
物
語
の
登
場
人
物
と
な
っ
た
。「
世
界
の
借
家
大
将
」
を
「
決
し
て
単

（
�
）

純
な
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
世
界
と
み
て
は
い
け
な
い
」
と
堀
切
氏
も
述
べ

る
。
単
純
な
教
訓
譚
で
も
な
く
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
沿
っ
た
モ
デ
ル
小
説
で
も

な
い
。
時
代
に
対
す
る
批
評
精
神
が
込
め
ら
れ
る
。
現
実
を
戯
画
化
す
る
役

割
を
担
っ
た
合
理
的
精
神
の
体
現
者
・
藤
市
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
、

「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
正
確
な
読
解
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
高
校
の
授
業

で
指
導
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
時
間
的
制
約
も
あ
ろ

う
。
高
校
生
に
は
理
解
が
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
教
授
者
の
教

材
研
究
の
態
度
と
し
て
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
読
み
を
視
野
に

入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
語
学
指
導
に
お
い
て
も
、
文
法
指
導
に
お
い
て

も
、
ま
た
文
章
読
解
指
導
に
お
い
て
も
、
忌
避
さ
れ
る
傾
向
の
あ
る
近
世
文

学
作
品
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
教
授
者
は
文
学
作
品
と
し
て
取
り
扱
う

場
合
、
し
っ
か
り
と
「
楽
し
さ
」
が
伝
え
ら
れ
る
読
み
の
力
が
求
め
ら
れ

る
。
教
科
書
発
行
会
社
で
は
、
二
で
と
り
上
げ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
指

導
資
料
」
を
全
て
の
教
科
書
に
対
応
し
て
発
行
し
て
お
り
、
教
授
者
に
と
っ

て
は
教
材
研
究
の
大
き
な
資
料
と
な
る
。
し
か
し
、「
指
導
資
料
」
の
み
に

頼
っ
て
い
た
の
で
は
、
西
鶴
浮
世
草
子
の
本
当
の
面
白
味
を
読
み
得
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
現
行
教
科
書
を
発
行
す
る
出
版
社
か
ら
一
社
だ
け
で
あ
る
が

指
導
書
を
検
討
し
て
、「
世
界
の
借
家
大
将
」
を
一
例
に
教
材
研
究
の
方
法

を
提
示
し
て
み
た
。

注（
１
）『
物
語
・
小
説

評
論

漢
詩
・
思
想

史
伝
』（
安
斎
久
美
子
・

中
村
幸
弘
ほ
か
５
名

平
成
二
十
七
年
一
月

右
文
書
院

１
４
２

二
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右
文
・
古
Ａ
３
１
０
）、

『
新
編

古
典
』（
安
斎
久
美
子
・
中
村
幸
弘
ほ
か
７
名

平
成
二

十
六
年
一
月

右
文
書
院

１
４
２
右
文
・
古
Ｂ
３
１
９
）

（
２
）『
古
典
Ｂ

古
文
編
』（
木
下
資
一
ほ
か
１４
名

平
成
二
十
六
年
一

月

数
研
出
版

１
０
４
数
研
・
古
Ｂ
３
１
４
）

（
３
）『
新
編

古
典
Ｂ

言
葉
の
世
界
へ
』（
影
山
輝
國
・
室
城
秀
之
ほ

か
８
名

平
成
二
十
六
年
一
月

教
育
出
版

１
７
教
出
・
古
Ｂ
３

０
９
）

（
４
）『
探
求
古
典
Ｂ

古
文
編
』（
中
野
幸
一
ほ
か
５
名

平
成
二
十
六

年
二
月

桐
原
書
店

２
１
２
桐
原
・
古
Ｂ
３
２
５
）

（
５
）『
探
求
古
典
Ｂ

古
文
編
【
指
導
資
料
】』（
中
野
幸
一
ほ
か
５
名

平
成
二
十
六
年
二
月

桐
原
書
店

２
１
２
桐
原
・
古
Ｂ
３
２
５
）

（
６
）
ラ
変
型
活
用
が
ラ
行
四
段
活
用
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
当
時
の
口
語

に
つ
い
て
は
、
前
項
『
指
導
資
料
』
中
の
「
授
業
展
開
例
」
で
も

「
問
」
と
し
て
と
り
上
げ
、
注
意
を
促
し
て
い
る
。

（
７
）
野
間
光
辰
氏
「
日
本
永
代
蔵
」
頭
注
（『
日
本
古
典
文
学
大
系
４８

西
鶴
集
（
下
）』﹇
岩
波
書
店
・
一
九
六
〇
年
﹈
所
収
）

（
８
）
広
嶋
進
氏
「『
日
本
永
代
蔵
』
に
お
け
る
『
大
福
』
と
諸
章
の
変

容
」（『
西
鶴
探
究

町
人
者
の
世
界
』﹇
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
〇
四

年
﹈
所
収
）

（
９
）
谷
脇
理
史
氏
「『
日
本
永
代
蔵
』
の
方
法
と
読
者
の
問
題
」（『
浮
世

の
認
識
者

井
原
西
鶴
』﹇
新
典
社
・
一
九
八
七
年
﹈
所
収
）

（
１０
）
村
田
穆
氏
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
九
回
）
日
本
永
代
蔵
』﹇
新

潮
社
・
一
九
七
七
年
﹈
解
説
よ
り

（
１１
）
堀
切
実
氏
「『
世
界
の
借
家
大
将
』
の
状
況
設
定

│
京
の
町
触
に

み
る
共
同
体
意
識
の
視
点
か
ら
│
」（『
読
み
か
え
ら
れ
る
西
鶴
』

﹇
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
〇
一
年
﹈
所
収
）

（
１２
）
谷
脇
理
史
氏
「『
日
本
永
代
蔵
』
の
一
章

│
吝
嗇
家
藤
屋
市
兵
衛

の
変
貌
│
」（『
西
鶴
研
究
論
攷
』﹇
新
典
社
・
一
九
八
一
年
﹈
所
収
）

（
１３
）
堀
切
実
氏

前
掲
（
１１
）

（
１４
）
谷
脇
理
史
氏

前
掲
（
１２
）

（
１５
）
谷
脇
理
史
氏

前
掲
（
１２
）

（
１６
）
野
間
光
辰
氏

前
掲
（
７
）
補
注

（
１７
）
冨
士
昭
雄
氏
「
晩
年
の
西
鶴
の
世
界
」（『
西
鶴
へ
の
招
待

岩
波

セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
４９
』﹇
暉
峻
康
隆
・
冨
士
昭
雄
・
他

岩
波
書

店
・
一
九
九
五
年
﹈
所
収
）

（
１８
）
堀
切
実
氏

前
掲
（
１１
）

（
お
は
ら
・
と
お
る

元
大
阪
府
立
池
田
高
等
学
校
教
諭
）

西
鶴
浮
世
草
子
「
世
界
の
借
家
大
将
」
の
教
材
研
究

二
七


