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キ
ー
ワ
ー
ド
：
西
鶴
諸
国
は
な
し　

大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用　

盗
人
説
話　

咄
全

体
を
貫
く
論
理　

算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
の
構
想
と
方
法

Ⅰ　

は
じ
め
に

　
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
一
「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
は
、
西
鶴
の
浮
世
草

子
作
品
の
中
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
作
品
の
一
つ
で
、
そ
の
時
々
の

時
代
相
を
反
映
し
な
が
ら
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
き
た
。
今
試
み
に
、

章
末
に
置
か
れ
た
評
言
「
武
士
の
つ
き
あ
い
格
別
ぞ
か
し
」
と
目
録
小
見
出
し
の

「
義
理
」
の
解
釈
に
焦
点
を
当
て
て
私
に
整
理
し
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
、評
言
を
文
字
通
り
肯
定
的
に
受
け
止
め
る
立
場
が
あ
る
。
直
前
の「
あ

る
じ
即
座
の
分
別
、
座
な
れ
た
る
客
の
し
こ
な
し
、」
か
ら
続
く
「
か
れ
こ
れ
武

士
の
つ
き
あ
ひ
、
格
別
ぞ
か
し
。」
と
い
う
一
文
は
、
文
字
通
り
に
読
め
ば
「
あ

る
じ
に
は
当
意
即
妙
の
思
慮
分
別
が
あ
り
、
浪
人
仲
間
の
客
た
ち
は
座
な
れ
た
振

舞
い
を
す
る
。
あ
れ
こ
れ
考
え
合
わ
せ
る
と
武
士
の
つ
き
あ
い
と
は
特
別
な
も
の

だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
読
み
を
前
提
と
し
た
上
で
更
に
発
展
さ
せ
て
、

「
武
士
の
つ
き
あ
い
格
別
ぞ
か
し
」
に
、
義
理
を
重
ん
じ
互
い
を
信
頼
す
る
武
士

の
態
度
へ
の
賞
賛
を
読
み
取
る
解
釈１

や
、
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
一
両
を
元
の

持
主
に
持
ち
帰
ら
せ
た
主
人
公
内
助
の
理
知
的
振
舞
い
に
注
目
す
る
解
釈２

、
作
品

に
描
き
こ
ま
れ
た
浪
人
達
の
心
情
の
動
き
に
『
世
の
人
心
』
へ
の
先
駆
け
を
見
る

解
釈３

、
浪
人
の
窮
状
へ
の
共
感
か
ら
清
貧
を
重
ん
じ
る
武
士
の
姿
を
形
象
化
し
よ

う
と
し
た
と
す
る
論４

な
ど
が
展
開
さ
れ
て
、
影
響
力
を
持
っ
た
。
そ
の
多
く
は
、

目
録
に
提
示
さ
れ
て
い
る
小
見
出
し
の
「
義
理
」
を
守
る
べ
き
モ
ラ
ル
の
一
つ
と

捉
え
て
お
り
、「
義
理
」
は
本
話
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
共
に
、
話
を
そ
こ
に

収
斂
さ
せ
る
主
題
で
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。 宮　

澤　

照　

恵　

（
一
）

目
次

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
咄
の
組
み
立
て
と
素
材

　

１
．
人
物
造
型
と
主
題

　

２
．
全
体
を
貫
く
構
造
論
理
│
│
「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」

　

３
．
モ
チ
ー
フ
と
、
そ
の
素
材

Ⅲ
．
盗
賊
配
分
説
話
の
利
用

　

１
．『
盗
賊
配
分
金
銀
之
辯
』

　

２
．
説
話
と
の
接
点

　

３
．
取
り
合
わ
せ
の
工
夫

Ⅳ
．
咄
の
整
合
性
と
ウ
ソ
咄
の
構
築

Ⅴ
．
お
わ
り
に



─ 123 ─

『西鶴諸国はなし』「大晦日は合はぬ算用」の構想と方法

（
二
）

両
は
主
人
公
内
助
自
身
が
蓋
の
上
に
う
っ
か
り
置
い
た
も
の
で
は
な
い
か
、」
と

い
う
読
み
の
根
底
を
見
直
す
見
解
を
提
示
さ
れ
た11

。
氏
の
読
み
に
従
え
ば
、
一
話

は
武
士
へ
の
賞
賛
ど
こ
ろ
か
愚
か
村
譚
に
も
通
じ
る
ナ
ン
セ
ン
ス
な
趣
を
帯
び
る

こ
と
に
さ
え
な
ろ
う
。

　

以
上
、
評
言
と
目
録
小
見
出
し
と
を
取
り
上
げ
、
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
相

反
す
る
立
場
が
あ
る
こ
と
を
概
括
し
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
解
釈
の
相
違
が

生
じ
る
理
由
は
、
西
鶴
の
表
現
そ
の
も
の
が
両
様
に
読
み
取
れ
る
可
能
性
を
含
ん

で
い
る
こ
と
に
あ
る
。
本
話
の
評
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
文
脈
か

ら
み
る
と
飛
躍
の
あ
る
断
定
的
な
言
辞
、
或
い
は
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
説
明
の
省

略
な
ど
は
、
咄
に
奥
行
き
を
与
え
る
効
果
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
読
者

の
想
像
力
を
か
き
立
て
、
複
数
の
読
み
筋
を
許
容
す
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
は
自

明
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
評
言
の
解
釈
論
争
は
、
咄
が
本
来
持
っ
て
い
る
飛
躍

や
省
略
に
絡
む
側
面
を
併
せ
持
つ
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
文
末
に

置
か
れ
た
評
言
は
、
咄
の
枠
組
み
と
し
て
の
装
置
と
い
う
機
能
的
側
面
も
担
っ
て

い
る
。
ど
ち
ら
の
解
釈
に
与
す
る
か
を
問
題
に
し
続
け
る
だ
け
で
は
、
こ
れ
か
ら

先
の
新
た
な
読
み
の
進
展
は
さ
ほ
ど
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
既
に
評
言
の
意
義

や
機
能
そ
の
も
の
を
再
考
す
べ
き
段
階
に
来
て
い
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
旦
評
言
の
解
釈
論
争
か
ら
距
離
を
置
き
、
西
鶴
の
創
作
方
法
に

寄
り
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
思

う12

。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
咄
を
創
る
側
の
視
点
に
立
っ
て
西
鶴
の
手
の
内

を
楽
し
み
、
時
に
自
ら
進
ん
で
謎
解
き
に
挑
む
「
読
者
参
加
型
の
読
み
」
を
試
み

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
創
作
に
際
し
て
、
西
鶴
は
執
筆
契
機
と
な
っ
た
咄
の
種

を
何
処
か
ら
発
見
し
た
の
か
。
そ
の
種
を
素
に
し
て
ど
の
よ
う
な
構
想
の
核
を
育

て
た
の
か
。
或
い
は
、
モ
チ
ー
フ
に
目
を
向
け
て
み
る
。
本
話
は
一
話
完
結
型
の

緊
密
な
咄
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
複
数
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
一

　

こ
れ
に
対
し
、
昭
和
三
〇
年
代
に
森
山
重
雄
氏
が
、「
共
同
体
の
人
間
関
係
に

内
在
す
る
矛
盾
へ
の
気
付
き
と
内
在
的
な
批
判
（
が
見
ら
れ
る
）」
と
発
言
し
た５

例
の
よ
う
に
、
本
話
に
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
系
譜
が
あ
る
。
昭
和

五
〇
年
代
終
盤
以
降
に
は
、「
武
士
の
つ
き
あ
い
格
別
ぞ
か
し
」
に
対
し
て
、
よ

り
積
極
的
に
笑
い
や
皮
肉
・
諷
刺
、
或
い
は
奇
談
性
の
強
調
な
ど
を
読
み
取
る
解

釈
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
章
末
に
置
か
れ
た
評
言
に
は
西
鶴
の
ひ

ね
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
読
み
で
あ
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。「
一
文
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
武
士
の
つ
き
あ
い
に
対
す

る
肯
定
的
文
言
に
見
え
る
。
し
か
し
、
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
従
え
ば
、
こ
の

咄
の
書
き
ぶ
り
が
賞
賛
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。あ
る
じ
に
は『
即

座
』
の
分
別
な
ど
な
か
っ
た
し
、
客
た
ち
の
言
動
は
決
し
て
座
馴
れ
て
な
ど
い
な

い
。
そ
も
そ
も
小
判
を
回
し
見
る
こ
と
自
体
が
無
分
別
で
あ
る
。
評
文
と
本
文
と

の
こ
う
し
た
齟
齬
を
出
発
点
と
す
る
な
ら
ば
、
評
言
に
は
西
鶴
の
作
意
を
読
み
取

る
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

本
文
に
即
し
た
読
み
を
迫
る
こ
の
立
場
か
ら
は
、
前
述
し
た
森
山
氏
の
「
人
間

関
係
に
内
在
す
る
共
同
体
の
矛
盾
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
社
会
的
身
ぶ
り
を

人
間
喜
劇
と
し
て
え
が
い
た
」
と
す
る
解
釈６

を
始
め
と
し
て
、
展
開
の
意
外
性
や

滑
稽
感
を
重
視
し
て
俳
文
の
性
格
を
看
取
す
る
解
釈７

、
武
士
の
義
理
を
め
ぐ
る
リ

ゴ
リ
ズ
ム
に
注
目
し
、
そ
こ
に
不
調
和
の
笑
い
を
読
む
も
の８

、
人
物
設
定
・
描
写
・

展
開
に
わ
た
り
一
貫
し
て
滑
稽
な
奇
談
の
性
格
が
色
濃
い
と
す
る
解
釈９

、
町
人
か

ら
み
た
武
士
批
判
説
な
ど
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
こ
に
連
な
る
諸
論
考
で
は
、
目
録

小
見
出
し
が
主
題
か
否
か
は
さ
ほ
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い10

。
小
見
出
し
の
「
義

理
」
の
意
味
内
容
自
体
が
、
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
笑
い
や
奇
談
に
転
化
し

得
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
了
解
が
共
通
し
て
存
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
近
時
同
じ
方
向
の
延
長
線
上
に
、
杉
本
好
伸
氏
が
「
紛
失
し
た
一
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つ
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
に
は
素
材
が
あ
る
。
そ
の
素
材
を
ど
の
よ

う
に
組
み
合
わ
せ
、
ど
の
よ
う
な
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
時
間
系
列
に
沿
っ
た
一
つ

の
ス
ト
ー
リ
ー
に
流
し
込
ん
で
い
る
の
か
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
作
意
や
仕
掛
け

が
施
さ
れ
て
い
る
の
か
。
西
鶴
の
手
法
や
組
み
合
わ
せ
の
妙
を
楽
し
む
。
推
理
す

る
。
共
有
す
る
。
│
│
作
者
と
の
間
の
共
通
コ
ー
ド
さ
え
発
見
で
き
れ
ば
、
こ
う

し
た
よ
り
根
源
的
な
創
作
過
程
を
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
に
な
ろ
う
。
い
わ
ば
、

連
句
の
付
筋
を
解
し
、
付
合
の
世
界
を
享
受
す
る
道
筋
に
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
の

あ
る
読
み
を
試
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
目
的
意
識
を
念
頭
に
置
き
、
次
節
で
は
、
咄
全
体
を
貫
く
新
た
な
論
理

に
目
を
向
け
、一
話
の
構
造
を
捉
え
直
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
際
、
西
鶴
が
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
素
材
や
話
型
に
十
分
な
目
配
り
を
し
て
い

く
こ
と
が
、
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
筈
で
あ
る
。

Ⅱ　

咄
の
組
み
立
て
と
素
材

１
．
人
物
造
型
と
主
題

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
話
に
笑
い
の
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
部
で
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
と
は
言
え
、
軽
口
咄
の
類
と
い
う
捉
え
方
を
さ
れ
る
こ
と
は
皆

無
で
あ
っ
た
。「
個
性
的
な
人
格
を
持
っ
た
一
人
の
浪
人
と
そ
の
仲
間
た
ち
が
遭

遇
し
た
出
来
事
を
、
心
情
に
踏
み
込
む
描
写
を
伴
っ
て
描
き
出
し
た
ス
ト
ー
リ
ー

の
整
っ
た
テ
ー
マ
性
の
あ
る
話
で
あ
る
」と
い
う
前
提
の
も
と
に
読
ま
れ
て
き
た
、

と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
認
識
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
捉
え

て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

明
確
な
主
題
の
も
と
に
咄
が
展
開
さ
れ
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
た
上

で
物
語
を
増
幅
さ
せ
る
力
を
備
え
て
い
る
、
更
に
は
時
間
系
列
に
従
っ
て
展
開
す

る
ス
ト
ー
リ
ー
に
破
綻
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
改
め
て
「
咄
全
体

（
三
）

を
貫
く
新
た
な
論
理
」
を
求
め
、
作
品
の
構
造
を
捉
え
直
す
必
要
は
無
い
こ
と
に

な
る
。
回
り
道
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
何
ら
か
の
主
題
な
り
登
場
人

物
な
り
が
咄
全
体
を
貫
く
も
の
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
備
わ
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
咄
の
中
で
十
全
に
機
能
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
証

す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
、事
件
の
形
象
化
（
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
）

が
矛
盾
な
く
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
併
せ
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
〈
内
助
の
造
型
〉

　

冒
頭
、
主
人
公
内
助
の
登
場
場
面
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る13

。

榧か
や

・
か
ち
栗
・
神か
み

の
松ま
つ

・
や
ま
草ぐ
さ

の
売う
り

声こ
ゑ

も
せ
は
し
く
、
餅も
ち

突つ

く
宿や
ど

の
隣
に
、

煤す
す

を
も
払
は
ず
、
二
十
八
日
ま
で
髭ひ

げ

も
そ
ら
ず
、
朱し

ゅ

鞘ざ
や

の
反そ

り

を
か
へ
し
て
、「
春

ま
で
待
て
と
い
ふ
に
、
是
非
に
ま
た
ぬ
か
」
と
、
米
屋
の
若
い
者
を
、
に
ら
み

つ
け
て
、
す
ぐ
な
る
今
の
世
を
、
横
に
わ
た
る
男
あ
り
。（
傍
線
筆
者
）

　

朱
鞘
の
腰
の
物
を
差
し
、
借
金
取
り
に
来
た
米
屋
の
若
者
を
相
手
に
「
切
り
殺

す
ぞ
」
と
い
う
態
で
刀
の
反
り
を
返
す
。
何
と
も
傍
若
無
人
な
振
舞
い
で
あ
る
。

年
の
瀬
と
い
う
の
に
、
正
月
準
備
な
ど
何
一
つ
し
な
い
。
髭
も
剃
ら
な
い
│
│
詳

細
は
省
く
が
、
こ
れ
ら
は
個
性
的
な
人
物
造
型
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
近
世
初

期
に
見
ら
れ
た
旗
本
奴
や
町
奴
の
風
俗14

を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
で
、
類
型
的
な

描
写
の
域
を
出
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
西
鶴
の
描
く
浪
人
像
を
一
瞥
す
る15

と
、
本

話
の
よ
う
に
、
町
人
に
対
し
て
横
車
を
押
し
無
理
な
世
渡
り
を
す
る
例
は
少
な
く

な
い
（『
世
間
胸
算
用
』
巻
一
「
長
刀
は
む
か
し
の
鞘
」、『
西
鶴
織
留
』
巻
五
「
具

足
甲
も
質
種
」
な
ど
）。

　

内
助
の
人
物
造
型
の
中
で
一
際
目
を
引
く「
朱
鞘
」の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。『
好

色
一
代
男
』
巻
一
「
尋
ね
て
き
く
程
ち
ぎ
り
」
で
、
世
之
介
が
撞
木
町
の
遊
女
の
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の
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、目
録
小
見
出
し
に
明
示
さ
れ
た「
義

理
」
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

前
半
に
描
か
れ
る
町
人
に
対
す
る
横
柄
な
態
度
、
及
び
義
兄
か
ら
届
い
た
思
い

が
け
な
い
十
両
包
み
、
と
い
う
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、「
義
理
」
に
帰
属
す
る

話
材
と
は
言
い
難
い
（「
義
理
」
を
主
題
と
し
て
咄
が
設
計
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

前
半
部
分
は
単
な
る
導
入
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
）。
続
く
山
場
に
は
、
貧
し

い
暮
ら
し
の
中
で
も
、
仲
間
う
ち
に
限
っ
て
は
礼
儀
や
誠
実
さ
を
重
ん
じ
る
浪
人

群
像
が
描
き
出
さ
れ
る
。
彼
ら
の
や
り
と
り
に
は
、
傲
慢
さ
や
私
利
私
欲
の
色
が

皆
無
で
あ
る
。「
義
理
」
に
基
づ
く
浪
人
仲
間
の
言
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
正
義
感

に
満
ち
て
い
る
が
、
冷
静
に
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
内
実
は
自
己
満
足
で
あ
っ
た
り
、

仲
間
の
迷
惑
を
考
慮
す
る
ゆ
と
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
互
い
を
思
い

や
る
登
場
人
物
た
ち
の
言
動
は
空
回
り
し
、
新
た
な
難
題
を
生
み
出
し
て
事
態
の

混
迷
を
招
い
て
い
く
。事
態
の
終
結
を
導
い
て
価
値
あ
り
げ
な
印
象
を
残
す
の
は
、

最
後
に
な
っ
て
絞
り
出
さ
れ
た
内
助
の
「
機
知
或
い
は
智
恵
」
の
方
で
あ
る
。「
義

理
」
は
、
咄
の
着
地
点
に
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
、
本
文
に
即
し
て
み
れ
ば
、
目
録
に
提
示
さ
れ
た
「
義
理
」
は
、
大
幅
に

笑
い
や
皮
肉
の
方
向
に
転
換
さ
れ
た
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
話

材
の
一
部
（
仲
間
同
士
の
や
り
と
り
の
部
分
）
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
言

う
他
は
な
い
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
な
り
か
ら
な
る
咄
の
構
造
上
か
ら
見
る
限
り
で

は
、「
義
理
」
は
、
全
体
を
貫
く
論
理
或
い
は
全
体
を
そ
こ
に
収
斂
さ
せ
て
い
く

主
題
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
義
理
」
以
外
の
語
彙
が
主
題
に
成
り
得
る
だ
ろ
う
か
。「
義
理
」

を
俎
上
に
載
せ
た
際
、
咄
の
流
れ
を
説
明
す
る
上
で
「
礼
儀
・
誠
実
さ
・
正
義
感
・

機
知
・
智
恵
・
笑
い
・
皮
肉
」
な
ど
と
い
っ
た
語
彙
を
用
い
た
。
こ
れ
ら
の
語
彙

の
何
れ
か
を
主
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言
え
ば
、
一
つ
一
つ
に
つ
い
て

の
検
討
は
省
略
に
従
う
が
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
閉
じ

父
を
山
科
に
尋
ね
る
条
に
は
、

「
な
ほ
た
づ
ね
ゆ
か
ん
」
と
里
に
行
き
て
み
れ
ば
、
柴し

ば

の
あ
み
戸
に
朝
顔
い

と
や
さ
し
く
作
り
な
し
、
鑓や

り

一ひ
と

す
ぢ
、
鞍く
ら

の
ほ
こ
り
を
は
ら
ひ
、
朱し
ゅ

鞘ざ
や

の
一ひ
と

こ
し
を
は
な
さ
ず
。

と
あ
る16

。
朱
鞘
の
刀
を
差
す
武
士
は
、『
男
色
大
鑑
』
巻
二
「
雪
中
の
時
鳥
」
に

も
見
え
る
。
い
ず
れ
も
浪
人
で
、
こ
の
刀
を
武
士
の
命
と
ば
か
り
に
後
生
大
事
に

し
て
い
る
設
定
で
あ
る
。
朱
鞘
の
刀
は
、
輝
い
て
い
た
時
代
の
象
徴
で
も
あ
る
。

博
物
館
な
ど
で
現
物
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
梨
子
地
蒔
絵
に
較
べ
る
と
大

分
薄
手
な
印
象
で
あ
る
。
年
代
物
と
な
れ
ば
、時
代
遅
れ
の
感
が
ま
と
わ
り
つ
く
。

要
す
る
に
、「
朱
鞘
」
の
刀
は
、際
立
っ
た
個
性
に
通
ず
る
刀
の
つ
く
り
で
は
な
く
、

カ
ブ
キ
者
の
風
俗
を
か
す
め
た
い
さ
さ
か
時
代
遅
れ
の
、
典
型
的
な
浪
人
の
造
型

の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
朱
鞘
の
「
反
り
を
返
す
」
と
は
、
刀
を
抜
く

構
え
に
な
る
こ
と
、
相
手
を
殺
す
意
志
を
意
味
す
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
は
内
助
の

特
異
性
が
見
え
る
。
仲
間
に
見
せ
る
顔
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
大
き
さ
を
示
す
に
は
甚

だ
効
果
的
な
言
動
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
諸
例
を
見
る
と
無
頼
者
の
日
常
の

一
齣
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
な
範
囲
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
主
人
公
内
助
の
人
物
造
型
に
つ
い
て
は
、
存
在
感
は
あ
る
も
の
の
類
型

的
表
現
の
枠
内
に
あ
る
、
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
物
語
を
牽
引
し
増
幅

さ
せ
る
役
割
を
担
う
べ
く
、
確
と
し
た
人
格
を
与
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
と
は
言

い
難
い
。
類
型
的
浪
人
像
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
本
話
の
軽
さ

4

4

が

保
証
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
〈
主
題
〉

　

次
に
、
主
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
本
話
に
何
ら
か
の
主
題
と
言
え
る
も
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し
て
咄
の
展
開
を
詳
し
く
追
っ
て
み
よ
う
。
便
宜
上
、
咄
の
流
れ
に
沿
っ
て
１
〜

７
の
番
号
を
付
し
て
説
明
を
加
え
る
。

１　

生
活
の
「
算
用
が
合
わ
な
い
」
浪
人
が
、
掛
取
り
に
対
し
て
横
車
を
押
す
歳

末
風
景
│
│
掛
取
り
の
側
も
内
助
の
側
も
共
に
歳
末
の「
算
用
が
合
わ
な
い
」

（
不
足
）
こ
と
で
、
咄
の
幕
が
開
く
。

２　

内
助
は
、
歳
末
に
届
い
た
義
兄
か
ら
の
合
力
金
十
両
に
よ
っ
て
、
思
い
が
け

ず
「
算
用
が
合
う
」。

３　

金
包
み
の
上
書
き
に
凝
ら
さ
れ
た
趣
向
を
披
露
す
る
名
目
で
、
仲
間
を
招
待

す
る
。
年
越
し
の
「
算
用
が
あ
っ
た
」
幸
運
を
皆
で
言
祝
ぎ
、酒
が
重
な
る
。

包
み
が
破
れ
る
。

４
・
１　

宴
を
閉
じ
よ
う
と
鍋
・
蓋
を
片
付
け
、
裸
金
に
な
っ
て
散
ら
ば
っ
た
小

判
を
し
ま
お
う
と
し
て
、一
両
の
不
足
に
気
づ
く
「
算
用
が
合
わ
な
い
」（
不

足
）。

４
・
２　

一
両
の
不
足
を
め
ぐ
っ
て
、
内
助
は
辻
褄
を
合
わ
せ
よ
う
と
言
い
繕
い

を
す
る
「
算
用
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
」（
言
葉
）。
だ
が
、
客
の
方
は
帯
を

解
き
捜
索
と
身
晴
れ
に
向
か
う
「
算
用
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
」（
動
き
）。

４
・
３　

三
人
目
の
客
が
、
疑
い
を
招
く
怖
れ
の
あ
る
一
両
を
所
持
「
算
用
が
合

う
」（
見
掛
け
上
）。
自
害
し
よ
う
と
す
る
。

５　

別
な
客
が
「
小
判
は
こ
こ
に
あ
っ
た
」
と
一
両
を
投
げ
出
す
。
こ
の
機
転
に

よ
っ
て
窮
地
が
救
わ
れ
「
算
用
が
合
う
」。

６
・
１　

台
所
か
ら
内
助
の
妻
が
重
箱
の
蓋
に
付
着
し
た
一
両
を
持
っ
て
く
る

　
　
「
算
用
が
合
わ
な
い
」（
余
剰
）。

６
・
２　

増
え
た
金
を
言
祝
ぐ
「
算
用
が
合
わ
な
い
」（
余
剰
）。

６
・
３　

内
助
の
呼
び
か
け
と
膠
着
化
「
算
用
が
合
わ
な
い
」（
余
剰
）。

７　

内
助
の
工
夫
。
余
剰
金
が
消
え
（
持
主
に
戻
り
）「
算
用
が
合
う
」。

る
と
、
新
た
に
別
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
登
場
し
拡
散
し
て
い
こ
う
と
す
る
構
造
の
中

で
は
、
咄
自
身
が
動
き
を
持
ち
、
一
つ
の
語
に
収
斂
し
て
い
く
こ
と
を
拒
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
的
な
意
味
で
の
作
品
の
主
題
を
抽
出
す
る
試
み
自
体
が
、

甚
だ
困
難
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
個
性
的
な
登
場
人
物
や
明
確
な
主
題
が
存
す
る
と
い
っ
た
近
代
的
な
捉

え
方
が
、
読
み
の
前
提
と
し
て
一
部
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
れ

で
は
一
話
を
貫
く
縦
糸
は
皆
無
か
と
言
え
ば
、
縦
糸
の
用
意
は
備
わ
っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
終
始
浪
人
を
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
物
語
の
増
幅
を

担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
個
性
を
持
っ
た
独
自
性
の
強
い
人
物
造
型
と
は
言
え

な
い
こ
と
は
、
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
（
繰
り
返
せ
ば
、
存
在
感
は
あ
る
、
し

か
し
、
類
型
的
な
描
写
の
範
囲
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
）。
一
つ
は
、

規
定
さ
れ
た
場
所
と
時
間
の
枠
組
で
あ
る
。
一
年
の
総
決
算
期
で
あ
る
歳
末
と
、

品
川
の
宿
場
。
こ
の
二
つ
の
定
点
が
、
本
話
の
緊
張
と
密
度
と
を
保
つ
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
他
に
、
こ
の
咄
の
重
要
な
縦
糸
に
な
っ
て
い
る
も
の

が
、冒
頭
で
触
れ
た
「
咄
全
体
を
貫
い
て
い
る
論
理
」
で
あ
る
。
次
項
に
お
い
て
、

こ
の
点
を
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た
い
。

２
．
全
体
を
貫
く
構
造
論
理
│
│
「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」

　
「
一
話
を
貫
い
て
い
る
論
理
」
と
は
、
何
か
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
章
題
に

含
ま
れ
て
い
る
「
あ
は
ぬ
算
用
」
こ
そ
が
、
こ
の
縦
糸
、
す
な
わ
ち
い
く
つ
か
の

話
材
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
を
繋
ぐ
一
話
の
構
造
論
理
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

次
頁
に
掲
げ
る
表
は
、
内
助
の
側
か
ら
展
開
を
追
っ
た
場
合
の
咄
の
流
れ
と
、

金
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
た
場
合
の
展
開
と
を
対
比
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ

一
つ
の
情
景
に
応
じ
て
、
金
の
動
き
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
以

下
、「
金
」
の
動
き
の
方
に
焦
点
を
当
て
、「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」
に
注
目



─ 119 ─

『西鶴諸国はなし』「大晦日は合はぬ算用」の構想と方法

（
六
）

　

以
上
列
挙
し
た
よ
う
に
本
話
は
、
金
額
の
多
寡
、
不
足
と
余
剰
、
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
変
化
、
言
葉
と
行
動
な
ど
多
様
な
要
素
を
織
り
込
み
な
が
ら
も
、
実
は

「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
な
り
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
全
体
を
見
直
す
と
、「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
と

い
う
咄
の
構
造
が
明
確
に
な
る
。「
合
わ
ぬ
算
用
」、「
合
う
算
用
」、「
合
わ
ぬ
算
用
」

…
…
と
続
け
て
き
て
、
最
後
に
「
合
わ
ぬ
算
用
」
が
「
合
う
」
こ
と
で
一
話
の
結

着
が
つ
き
、
話
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。
武
士
の
義
理
咄
と
読
め
る
が
、
視
点
を
変

え
れ
ば
、「
算
用
が
合
う
、合
わ
な
い
の
話
」
の
積
み
重
ね
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
「
武

士
の
義
理
咄
」
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
見
方
が
可
能
と
な
ろ
う
。

３
．
モ
チ
ー
フ
と
、
そ
の
素
材

　

本
話
で
利
用
さ
れ
て
い
る
話
の
モ
チ
ー
フ
の
中
に
は
、
話
型
や
趣
向
が
パ
タ
ー

ン
化
し
定
着
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。
は
じ
め
に
、
上
の
表
で
示
し
た
素
材

欄
の
「
ア
・
イ
・
ウ
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

ア　

町
人
に
対
し
て
横
車
を
押
す
六
方
者
の
風
俗
を
取
り
込
ん
だ
浪
人
像
の
類

型
（
上
述
Ⅱ
・
１
〈
内
助
の
造
型
〉）

イ　

薬
袋
の
効
能
書
を
も
じ
っ
た
趣
向
。『
可
笑
記
』
巻
二
、
大
江
文
平
の
話

が
素
材17

。
同
想
の
話
は
、『
一
休
諸
国
物
語
』
巻
二
ノ
六
、『
秋
の
夜
の
友
』

巻
三
に
も
あ
る18

。

ウ　

一
人
ず
つ
立
た
せ
て
帰
ら
せ
る
機
転
。
西
鶴
の
後
の
作
品
『
本
朝
桜
陰
比

事
』
巻
一
「
太
鼓
の
中
は
し
ら
ぬ
が
因
果
」
に
、
被
疑
者
に
知
ら
れ
ぬ
よ
う

に
し
て
個
別
に
真
実
を
探
る
奉
行
の
機
転
を
適
用
し
た
好
例
が
あ
る19

。な
お
、

公
事
訴
訟
の
類
で
被
疑
者
一
人
一
人
を
秘
密
裡
に
か
つ
個
別
に
吟
味
す
る
例

は
、
和
漢
共
に
先
例
を
特
定
し
得
る
よ
う
な
特
別
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
。
犯
人
捜
し
と
い
う
方
向
で
は
な
く
、
善
意
の
持
主
（
小
判
を
投
げ
出
し

内助の側から見た展開 金に焦点を当てた場合の展開 算用 素材 　
「
算
用
」
の
欄
の
記
号
は
、
外
見
上
の
算
用
が
「
合
う
○
、
合
わ
な
い
×
、
ど
ち
ら

と
も
い
え
な
い
△
」
を
示
し
、
矢
印
は
連
動
性
を
表
す
。「
素
材
」
の
欄
の
「
ア
・
イ
・

ウ
」
は
話
型
・
原
拠
が
あ
る
も
の
、
①
〜
④
及
び
⑤
〜
⑦
は
、
論
者
が
本
話
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
趣
向
と
考
え
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
項
及
び
次
節

で
扱
う
。

１ 師走、借金取りへの横車 歳末の掛取り金 × ア
２ 義兄からの合力 貧病の妙薬の金十両 ○ イ
３ 浪人仲間を招待、宴席 披露された金包みの趣向、包

みが破れ、裸金の回覧へ
○ ①

↓
４.１ 第一の事件発生（不足） 紛失した一両 ×

↓
②
↓

４.２

４.３

内助…初めから九両だっ　　
　たと言う
客…帯を解く

紛失した金を巡り、算用を合
わせようとする主と見晴れを
証明しようとする客

○
↓
×
↓

③
↓
④

４.４ （→失敗）客の一人が切腹し
ようとする

疑いを招く一両…小柄の代金
所持

△
↓

５ 仲間を死から救う客の機転 窮地を救う一両 ○
６.１ （→失敗）第二の事件発生（余

剰）
重箱の蓋に付着した一両 ×

↓
⑤
↓

６.２ 客の言祝ぎ 増えた金 ×
↓

⑥
↓

６.３ 内助の呼びかけ（→膠着化）。
夜がふける

持ち主不明の一両…場の動き
を止める

×
↓

⑦

７ 内助の提案と工夫（→解決） 客の手（本来の持ち主か）に
戻る金

○ ウ
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（
七
）

た
人
物
）
に
そ
の
金
を
返
す
た
め
の
工
夫
と
し
て
個
別
に
帰
ら
せ
る
策
を
考

え
出
し
た
と
こ
ろ
が
、
本
話
の
工
夫
で
あ
る
。
一
方
、『
智
恵
物
語
』・『
堪

忍
記
』
に
取
ら
れ
る
楚
の
荘
王
の
話
│
│
女
の
袖
を
引
い
た
狼
藉
者
を
、
臣

下
全
員
の
冠
の
緒
を
切
ら
せ
る
こ
と
で
庇
っ
た
処
置
│
│
に
、
本
話
と
の
共

通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る20

。
特
定
の
一
人
の
行
為

を
一
座
の
各
人
の
直
視
か
ら
遮
蔽
し
た
、
と
い
う
点
で
本
話
と
の
共
通
性
を

見
よ
う
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
素
材
源
と
断
定
す
る
に
は
意
図
や
行
為
な
ど

に
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

　

以
上
、
先
行
す
る
話
型
及
び
趣
向
を
指
摘
し
た
。
作
者
の
素
材
袋
の
豊
か
さ
や

取
り
合
わ
せ
の
確
か
さ
を
楽
し
む
と
い
う
読
み
方
か
ら
す
れ
ば
、
周
知
の
話
型
や

趣
向
を
う
ま
く
当
て
嵌
め
た
部
分
を
通
し
て
、
素
材
探
し
や
謎
解
き
の
お
も
し
ろ

さ
が
増
す
効
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

Ⅲ　

盗
賊
配
分
説
話
の
利
用

　

こ
れ
ま
で
、「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」
が
、
本
話
を
貫
く
論
理
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
先
行
す
る
話
型
及
び
趣
向
に
も
触
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
、
本
話
の
山
場
と
な
る
部
分
の
説
明
が
つ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仲
間
う
ち
で

金
包
み
の
趣
向
を
楽
し
む
う
ち
に
包
み
が
ほ
ど
け
て
裸
金
を
回
覧
す
る
こ
と
に
な

る
展
開
や
、
そ
の
小
判
が
一
枚
紛
失
す
る
こ
と
、
更
に
は
自
ら
の
身
の
潔
白
は
勿

論
の
こ
と
、
仲
間
の
中
に
は
盗
む
よ
う
な
人
間
は
い
な
い
は
ず
だ
、
と
い
う
浪
人

達
の
確
信
、
そ
の
確
信
に
基
づ
い
て
次
々
に
仲
間
の
間
の
や
り
と
り
が
進
行
し
新

た
な
難
題
を
生
み
出
す
、
と
い
っ
た
本
話
の
中
心
話
題
と
な
る
諸
要
素
（
表
の
①

〜
④
）
が
説
明
で
き
な
い
。
こ
の
点
を
補
う
材
料
と
し
て
、
新
資
料
『
盗
賊
配
分

金
銀
之
辯21

』
の
中
の
、
西
鶴
が
利
用
し
た
可
能
性
の
あ
る
部
分
を
含
む
盗
賊
配
分

　

ア
ル
所
ニ
、
童
│
﹇
へ
﹈ 

共
寄
﹇
リ
﹈
合
﹇
ヒ
﹈、
物
│
語
シ
居
ケ
ル
中

﹇
ナ
カ
﹈ニ

、
一
│
人

語
ケ
ル
ハ
、「
盗
│
人
金
ヲ
盗
│
﹇
ミ
﹈ 

取
テ
、
同
│
類
寄
│
集
﹇
リ
﹈、
頭

﹇
ト
ウ

│
取ド

リ
﹈ノ

大

│
将
、
下
│
知
シ
テ
、
配
│
分
ニ
及
フ（

）時
、
小
│
判
小
│
粒
ノ
中

﹇
ウ
チ
﹈ニ

、
二
│
朱

│
判
一
ツ
交

﹇
マ
ジ
リ
﹈リ

ア
リ
。
各
等
│
分
ニ
、
分
ケ
与
ヘ
テ
後
ニ
、『
カ
ノ
二
│
朱

（
１
オ
）　
│
判
ハ
』
ト
問
ヘ
バ
、『
コ
ゝ
ニ
モ
無
シ
、
カ
シ
コ
ニ
モ
見
ヘ
ズ
』

ト
云
テ
、
兎
│
角
出
ズ
。『
今
迄
爰
ニ
有
シ
』
ト
、
尋
レ
ド
モ
ナ
シ
。
其
﹇
ノ
﹈

時
、
頭
│
取
ア
キ
レ
テ
、『
サ
テ
モ
不
│
審
也
。
此
│
中
ニ
、
手
ノ
早
キ
者
ハ
、

ナ
キ
ガ
』
ト
云
テ
、
笑
テ
、
分
│
散
セ
シ
」
ト
語
テ
、
笑
ヒ
ド
ヨ
メ
キ
ヌ
。

説
話
を
提
示
し
て
み
た
い
。
な
お
、
同
資
料
に
つ
い
て
は
既
に
翻
刻
紹
介
を
し
て

い
る22

の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

１
．『
盗
賊
配
分
金
銀
之
辯
』

　

本
話
と
直
接
繋
が
り
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
部
分
を
以
下
に
示
す
（〔　

〕
は

原
本
朱
に
よ
る
加
筆
、（　

）
及
び
「　

」
は
論
者
に
よ
る
補
足
）。

　

盗
人
仲
間
が
寄
り
集
ま
っ
て
金
品
の
分
配
を
す
る
。
等
分
に
分
配
が
終
わ
っ
た

と
こ
ろ
で
、今
ま
で
そ
こ
に
あ
っ
た
二
朱
金
が
紛
失
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

手
下
に
尋
ね
、探
し
も
し
た
が
出
て
こ
な
い
。首
領
は
す
べ
て
見
通
し
た
上
で
、「
仲

間
内
に
盗
人
は
い
な
い
は
ず
だ
が
。」
と
言
っ
て
そ
れ
以
上
は
追
及
し
な
か
っ
た
、

と
い
う
笑
い
咄
で
あ
る
。
当
該
本
で
は
、
頭
目
の
言
葉
を
文
字
通
り
に
解
す
る
こ

と
で
盗
賊
集
団
の
視
野
狭
窄
を
断
じ
、「
自
分
た
ち
の
有
り
様
を
客
観
視
で
き
な

い
」
当
世
学
者
批
判
・
半
可
通
批
判
に
繋
げ
て
い
る
。
一
方
、
盗
賊
達
の
戦
利
品
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（
八
）

分
配
中
に
紛
失
し
た
「
二
朱
判
」
は
元
禄
十
年
六
月
に
始
め
て
鋳
造
さ
れ
た
も
の

で
、こ
の
時
の
も
の
は
宝
永
七
年
四
月
ま
で
通
用
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

盗
賊
金
銀
配
分
説
話
は
、元
禄
十
年
以
降
十
数
年
の
間
の
話

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
盗
賊
配
分
金
銀
之
辯
』
自
体
は
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
の
三
十
年
後
の
資
料

で
あ
る
が
、
同
種
の
笑
話
が
既
に
『
醒
睡
笑
』（
広
本
系
写
本
）
に
み
え
る
。
次

に
引
用
し
て
お
く23

。

　

盗
人
、
物
を
と
り
す
ま
し
て
、
人
な
き
所
に
あ
つ
ま
り
、
そ
れ

ぐ
に
資

財
を
わ
け
ど
り
に
し
け
る
が
、
唯
今
ま
で
あ
り
つ
る
身
の
ぐ
ひ24

か
見
え
ぬ
。

い
な
事
や
と
い
ふ
。
一
人
つ
ら
を
ふ
り

く
、
あ
ら
ふ
し
ん
や
、
誰
も
こ
の

う
ち
に
、
ぬ
す
み
さ
う
な
る
者
は
な
い
に
と
。（『
醒
睡
笑
』
巻
四
「
そ
で
な

い
合
点
」
第
一
七
話　

寛
永
五
年
）

　

こ
の
咄
が
さ
ら
に
江
戸
後
期
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
盗
人
の
寄

合
」（『
民
和
新
繁
』
安
永
十
年
）
に
、「
こ
れ
ほ
ど
の
心
底
を
明
か
し
合
ふ
た
中
に
、

盗
人
が
あ
ら
ふ
と
は
思
は
ぬ
」の
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
盗
賊
の
仲
間
う
ち
で
分
捕
り
品
を
分
配
し
て
い
る
最
中
に
何
か
が
紛
失

し
（
実
は
分
捕
り
品
の
一
部
を
誰
か
が
盗
ん
だ
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
状

況
の
中
で
）、
自
分
た
ち
が
盗
賊
な
の
に
仲
間
を
信
頼
し
て
、「
こ
の
中
に
盗
人
は

い
な
い
は
ず
だ
」
と
い
う
、
こ
の
種
の
笑
話
は
近
世
初
期
か
ら
知
ら
れ
る
。
西
鶴

も
周
知
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

２
．
説
話
と
の
接
点

　
「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
の
浪
人
と
「
盗
賊
配
分
説
話
」
の
盗
賊
と
は
、フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
化
の
際
の
人
物
造
型
の
仕
方
が
奇
妙
に
類
似
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、

両
者
の
共
通
点
及
び
接
点
に
触
れ
て
お
こ
う
と
思
う
。
な
お
、
論
述
の
都
合
上
、

前
掲
表
の
素
材
欄
に
掲
げ
た
①
〜
⑦
の
数
字
及
び
記
号
を
併
記
し
て
お
く
。

　
・
ま
ず
集
団
の
特
性
で
あ
る
が
、
何
れ
も
仲
間
内
の
信
頼
や
結
束
が
固
い
集
団
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
浪
人
に
置
き
換
え
る
と
「
義
理
堅

さ
」
が
加
わ
る
）。
社
会
的
に
見
れ
ば
、
各
構
成
員
が
他
に
帰
属
す
る
場
を
持

た
な
い
特
殊
な
集
団
で
あ
る
こ
と
も
共
通
す
る
。

・
ど
ち
ら
の
咄
に
お
い
て
も
、
仲
間
が
車
座
に
な
っ
て
裸
金
を
回
し
あ
う
、
と
い

う
非
常
に
特
異
な
状
況
が
生
ま
れ
る
（
①
）。「
大
晦
日
」
で
は
酔
余
の
出
来
ご

と
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
世
間
一
般
で
は
あ
り
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の

中
で
共
に
金
銭
が
紛
失
す
る
（
②
）。

・
紛
失
し
た
金
を
め
ぐ
っ
て
、
両
者
と
も
に
ど
こ
か
に
紛
れ
て
い
な
い
か
を
探
す

場
面
が
挿
入
さ
れ
る
（「
大
晦
日
」
で
は
、浪
人
達
は
着
物
を
脱
い
で
探
す
④
）。

・
そ
の
後
、「
盗
賊
説
話
」
で
は
、
座
を
差
配
し
て
い
る
者
が
、「
仲
間
内
に
盗
人

は
い
な
い
は
ず
だ
」
と
し
て
、
そ
の
場
を
収
め
る
。「
仲
間
内
に
盗
人
は
い
な

い
」
と
い
う
論
理
は
両
者
に
共
通
す
る
が
、「
大
晦
日
」
で
は
、
座
を
収
め
よ

う
と
す
る
言
動
（
③
）
が
新
た
な
難
題
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
（「
大
晦
日
」
で
は
、

そ
こ
か
ら
更
に
展
開
し
、「
不
明
な
余
剰
金
」
の
モ
チ
ー
フ
（
⑤
・
⑥
・
⑦
）
や
「
犯

人
捜
し
の
場
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
機
知
」
の
モ
チ
ー
フ
（
ウ
）
な
ど
を
取
り
込

ん
で
広
が
り
を
み
せ
る
）。

・
犯
人
を
追
及
し
な
い
頭
領
と
、「
は
じ
め
か
ら
金
子
は
九
両
で
、
自
分
の
勘
違

い
で
あ
っ
た
」
と
仲
間
を
か
ば
う
或
い
は
穏
便
に
す
ま
せ
よ
う
と
す
る
内
助
の

言
動
（
③
）
に
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

・
単
な
る
行
為
の
描
写
を
越
え
て
、
狭
い
範
囲
で
し
か
通
用
し
な
い
仲
間
内
の
み

の
相
互
理
解
や
共
通
言
語
、
心
情
が
見
え
る
（
な
お
、
盗
賊
咄
と
人
情
は
な
し

と
の
融
合
は
、前
例
が
見
ら
れ
る26

。『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
三
「
蚤
の
籠
抜
け
」

に
登
場
す
る
盗
人
に
も
、
心
の
動
き
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
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や
金
を
前
に
し
て
右
往
左
往
す
る
武
士
群
像
の
ち
ぐ
は
ぐ
な
お
か
し
み
に
取
り
な

し
、
更
に
は
前
後
に
（
イ
）・（
ウ
）
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
を
加
え
て
新
た
な
咄
を
創

作
し
た
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
盗
賊
説
話
と
武
士
（
或
い
は
浪
人
）
と
の
距
離
は
、
か
け
離
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
参
考
例
と
し
て
、盗
賊
説
話
を
も
と
に
侍
の
心
得
に
至
る
周
知
の『
浮

世
物
語
』
巻
三
「
ぬ
す
人
の
事
」
を
示
し
て
お
こ
う
。

　

唐
士
の
三
人
の
盗
賊
が
、宝
物
の
分
配
に
際
し
互
い
に
一
人
占
め
を
ね
ら
っ
て
、

一
人
を
谷
底
へ
突
き
落
と
す
。
残
る
二
人
の
飯
の
中
に
は
毒
が
盛
ら
れ
て
お
り
、

結
局
三
人
と
も
死
に
至
る
。
こ
の
盗
賊
分
配
説
話
の
最
後
は
、
次
の
よ
う
に
締
め

括
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ご
と
く
、（
武
士
も
）
軽
薄
、
表
裏
を
い
た
す
事
、
主
君
の
気
に
入

り
て
物
を
も
ら
ひ
、
知
行
の
加
増
を
も
給
は
ら
ん
と
、
た
が
ひ
に
へ
つ
ら
ひ

嘘
を
つ
く
故
に
、
天
罰
あ
た
り
て
、
両
方
な
が
ら
身
上
を
滅
却
す
る
、
か
の

ぬ
す
人
の
た
ぐ
ひ
な
り
。
さ
れ
ば
荀
子
が
い
は
く
、『
士
に
妬
む
友
あ
る
時

は
賢
な
る
友
し
た
し
ま
ず
、
君
に
妬
む
臣
あ
る
時
は
賢
人
い
た
ら
ず
』
と
い

へ
り
。
ま
こ
と
の
侍
は
、
人
の
よ
き
を
ね
た
ま
ず
、
人
の
悪
し
き
を
ば
隠
し

て
ひ
ろ
め
ず
、
お
の
れ
他
人
の
善
悪
を
鏡
と
し
て
身
を
つ
つ
し
み
、
言
葉
を

つ
つ
し
み
て
礼
あ
つ
く
、
心
だ
て
正
直
な
り25

。

　

こ
の
例
の
他
、
両
者
の
言
葉
の
上
で
の
連
想
が
案
外
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、『
類
船
集
』
の
付
合
「
浪
人
│
盗
人
」
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
鶴
が
盗
賊
説
話
を
も
と
に
し
て
浪
人
咄
に
置
き
換
え
、
咄
を
創
作
し
た
と
し
て

も
、
あ
な
が
ち
突
飛
な
発
想
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　　

以
上
、
二
つ
の
咄
の
接
点
を
列
挙
し
た
。「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
前
掲
表

④
の
部
分
を
、
本
文
に
即
し
て
補
足
し
て
お
こ
う
。

　

客
の
一
人
が
身
の
潔
白
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
始
め
る
④
の
行
為
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
仲
間
の
誰
か
を
不
利
な
立
場
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
高
い
提

案
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
時
点
で
は
、
た
ま
た
ま
金
を
持
っ
て
い
る
仲
間
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
、
と
か
、
犯
人
を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど

と
考
え
る
余
裕
は
な
い
。
浅
い
考
え
だ
が
、「
我
々
の
中
に
盗
人
は
い
な
い
は
ず

だ
」、「
自
分
は
潔
白
だ
、
他
の
仲
間
だ
っ
て
そ
う
に
違
い
な
い
」
と
い
う
確
信
か

ら
出
た
発
言
で
あ
る
。
笑
話
「
盗
賊
配
分
は
な
し
」
の
設
定
自
体
を
ず
ら
し
て
浪

人
仲
間
に
置
き
換
え
る
と
、「
外
で
は
横
車
を
押
し
て
も
仲
間
内
で
は
義
理
堅
い
、

仲
間
内
に
泥
棒
は
い
な
い
筈
」
と
、
一
途
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
次
に
想
定
外

の
事
が
起
き
た
と
き
に
、
結
束
の
固
い
メ
ン
バ
ー
は
、
全
員
が
難
題
に
立
ち
向
か

わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
仲
間
内
に
盗
人
は
い
な
い
と
い
う
論
理
は
、
我
々
浪
人

仲
間
に
裏
切
り
者
は
い
な
い
、
窮
地
に
陥
っ
た
仲
間
が
い
れ
ば
我
が
身
の
損
得
を

省
み
ず
に
か
ば
い
立
て
を
す
る
、
と
い
う
武
士
の
行
動
へ
と
飛
躍
し
て
い
く
（
な

お
、
前
述
し
た
「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」
と
い
う
構
成
論
理
か
ら
見
る
と
、

こ
の
飛
躍
こ
そ
が
次
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
作
り
出
す
た
め
の
装
置
と
な

る
）。

　

と
こ
ろ
で
、『
盗
賊
配
分
金
銀
辯
』
で
は
、
こ
の
咄
が
「
童
﹇
へ
﹈
│
共
寄
﹇
リ
﹈
合

﹇
ヒ
﹈、
物
│
語
シ
居
ケ
ル
中
﹇
ナ
カ
﹈ニ
、
一
│
人
語
ケ
ル
ハ
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

子
供
達
の
話
題
と
い
う
設
定
が
不
自
然
に
な
ら
な
い
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
て
い
た
咄

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
西
鶴
が
「
盗
賊
説
話
」
を
「
浪
人
仲
間
」
に

な
ぞ
ら
え
た
作
意
は
、十
分
に
解
き
得
る
謎
掛
け
の
範
囲
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

盗
人
集
団
の
笑
い
咄
を
浪
人
集
団
に
置
き
換
え
、
町
人
に
対
す
る
態
度
と
の
落
差

（
九
）
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※
不
明
な
余
剰
金
の
発
生

② 

「
仲
間
う
ち
の
義
理
」
が
生
き
る
集
団

　
　

・
信
頼
や
結
束
が
固
い

　
　

・
人
間
関
係
が
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
し
て
い
る

　
　

・
狭
い
擬
似
共
同
体

　
　

・
信
条
・
目
的
な
ど
を
共
有
す
る

　

右
の
①
と
②
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
（
※
は

西
鶴
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
着
想
）。

Ⅳ　

咄
の
整
合
性
と
ウ
ソ
咄
の
構
築

　

先
に
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
文
末
の
表
現
「
あ
る
じ
即
座
の
分
別
、
座
な
れ
た

る
客
の
し
こ
な
し
」
や
目
録
小
見
出
し
「
義
理
」
と
、
叙
述
の
内
容
と
は
必
ず
し

も
か
み
合
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。こ
う
し
た
枠
組
み
上
の
不
整
合
の
他
に
も
、

展
開
上
理
屈
に
合
わ
な
い
、
し
か
し
読
者
は
話
に
巻
き
込
ま
れ
て
不
合
理
性
に
気

づ
か
な
い
、
と
い
っ
た
設
定
は
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
近
年
杉
本
氏
が
指
摘
さ
れ
た27

よ
う
に
、「
重
箱
の
蓋
に
小
判
が
張
り

付
く
」
と
い
う
設
定
が
不
合
理
で
あ
る
。
本
文
に
即
し
て
み
る
と
「
山
芋
の
煮
し

め
を
饗
し
た
が
、
そ
の
湯
気
で
小
判
が
蓋
に
張
り
付
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
山
芋
は
、
生
で
摺
り
下
せ
ば
粘
り
が
生
じ
る
が
、
煮
し
め
に

す
れ
ば
粘
着
性
は
な
く
な
る
。
だ
が
事
態
の
急
転
に
巻
き
込
ま
れ
た
読
者
は
、
山

芋
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
い
か
に
も
小
判
が
張
り
付
い
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
咄
に
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
は
論
理
的
に

３
．
取
り
合
わ
せ
の
工
夫

　

こ
れ
ま
で
に
、
咄
全
体
を
貫
く
論
理
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
各
部
分
を
構
成

し
て
い
る
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
素
材
源
と
を
分
析
し
て
き
た
。
金
を
巡
る
歳
末
の
浪

人
群
像
の
咄
に
「
盗
賊
説
話
」
を
取
り
込
む
着
想
が
一
篇
の
核
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
西
鶴
が
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
を
活
か
し
、
組
み

合
わ
せ
た
際
の
工
夫
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

論
理
の
柱
は
「
合
わ
ぬ
算
用
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
話
材
は
、
ま
ず

は
大
晦
日
の
収
支
決
算
で
あ
り
、
掛
取
り
と
の
や
り
と
り
で
あ
ろ
う
。
又
、
個
々

の
日
常
レ
ベ
ル
で
は
、
損
益
勘
定
が
日
々
つ
い
て
回
る
。
金
の
紛
失
と
い
っ
た
突

発
事
故
も
、「
合
わ
ぬ
算
用
」
の
想
定
範
囲
で
あ
る
。
反
対
に
不
明
な
余
剰
金
が

生
じ
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
表
面
化
し

た
り
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
が
、
商
人
の
日
常
業
務
の
中
で
は
あ

り
が
ち
な
事
態
で
あ
る
。
そ
こ
を
「
合
わ
ぬ
算
用
」
の
一
齣
と
し
て
、
一
話
の
中

に
自
然
に
取
り
込
ん
で
見
せ
た
こ
と
が
、
本
話
の
新
し
さ
の
一
つ
と
考
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、
金
包
み
の
趣
向
「
貧
病
の
薬
」
と
い
う
第
一
モ
チ
ー
フ
の
契
機
を

抜
き
に
し
て
は
、
続
く
「
裸
金
の
回
覧
」
と
い
う
盗
賊
説
話
を
基
に
し
た
非
現
実

的
な
設
定
が
説
得
力
を
持
た
な
い
。
従
っ
て
、
続
く
「
小
判
の
紛
失
」・「
不
明
な

余
剰
金
」と
い
う
主
要
モ
チ
ー
フ
も
積
み
重
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
並
べ
て
み
れ
ば
、「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」
と
い
う
連
結
論
理
の
も
と

で
挿
話
が
緊
密
に
繋
が
り
、
次
の
モ
チ
ー
フ
を
呼
び
込
ん
で
い
る
構
造
が
見
え
て

こ
よ
う
。
次
に
構
成
の
諸
要
素
を
示
し
て
お
く
。

① 

合
わ
ぬ
算
用

　
　

・
大
晦
日
の
収
支
決
算

　
　

・
金
の
紛
失

　
　

・（
損
益
勘
定
）



─ 114 ─

北　星　論　集（文） 　第 50 号（通巻第 57 号）

か
ら
、
す
な
わ
ち
新
年
を
迎
え
て
か
ら
家
に
帰
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
ぞ
れ
が
抱
え
込
ん
だ
「
合
わ
ぬ
算
用
」
が
年
を
越
す
こ
と
自
体
が
不
自
然
で
あ

る
。
年
内
に
解
決
し
な
け
れ
ば
自
己
矛
盾
が
生
じ
る
。
又
、
貧
し
い
暮
ら
し
を
し

て
い
る
仲
間
の
浪
人
の
中
に
は
、
一
両
小
判
を
持
ち
合
わ
せ
た
者
が
少
な
く
と
も

二
名
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
は
年
末
の
支
払
い
用
に
工
面
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

筈
だ
。
一
切
を
棚
上
げ
し
て
新
年
を
迎
え
る
ま
で
仲
間
の
家
に
い
る
と
い
う
設
定

は
、た
と
え
予
想
外
の
膠
着
状
態
が
生
じ
た
と
し
て
も
、お
か
し
な
話
で
あ
る
。「
そ

れ
す
ら
も
世
間
と
隔
絶
し
た
浪
人
ら
し
さ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
言
え
な
い
こ
と
も

な
い
が
、
や
は
り
強
引
な
解
釈
だ
ろ
う
。
理
屈
ど
お
り
で
な
く
て
も
良
い
と
言
っ

て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
こ
は
大
晦
日
の
前
日
か
前
々
日
を
想
定
し
て
お

く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

本
文
に
は
、
内
助
は
「
二
十
八
日
ま
で
髭
も
剃
ら
ず
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
大

晦
日
の
三
十
日
に
人
々
が
集
ま
っ
た
、
と
い
う
記
述
は
ど
こ
に
も
な
い
。
テ
キ
ス

ト
に
従
え
ば
、
二
十
八
日
に
話
が
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
日
、
あ
る
い
は
二
十
九
日

に
人
々
が
集
ま
っ
た
（
小
の
月
で
あ
れ
ば
二
十
八
日
）
と
す
る
の
が
整
合
性
が
あ

る
読
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
章
題
が
「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
や
、最
も
切
実
な
決
算
日
が
大
晦
日
で
あ
る
と
い
う
事
情
か
ら
、

読
み
手
は
、
中
心
話
題
と
な
る
浪
人
仲
間
の
集
ま
り
が
大
晦
日
当
日
と
錯
覚
し
て

し
ま
う
。
西
鶴
の
咄
に
乗
せ
ら
れ
、
実
際
に
大
晦
日
に
人
々
が
集
ま
っ
た
と
感
じ

取
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
は
、「
大
晦
日
は
算
用
が
合
わ
ず
、
毎
年
の

こ
と
な
が
ら
み
ん
な
が
苦
労
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
一
般
の
認
識
が
、
咄
の
整
合

性
よ
り
も
優
位
に
立
っ
て
い
る
。「
算
用
が
合
う
、合
わ
な
い
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
連
な
り
に
即
し
て
「
合
わ
ぬ
算
用
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
タ

イ
ト
ル
は
「
大
晦
日
」
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
読
者
の
陥
る
錯
覚
は
、
西
鶴
の
語

り
の
上
手
さ
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

考
え
れ
ば
、
杉
本
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
暗
が
り
の
中
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
客

達
が
裸
金
を
回
し
見
る
う
ち
に
、
一
枚
が
料
理
の
重
箱
の
蓋
の
上
に
置
か
れ
た
、

と
考
え
る
の
が
場
の
状
況
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
理
屈
よ
り
も

「
一
両
の
金
が
偶
然
に
不
可
抗
力
で
室
外
に
持
ち
出
さ
れ
た
。
誰
の
落
度
と
特
定

は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、後
に
そ
れ
が
不
自
然
さ
を
伴
う
こ
と
な
く
発
見
さ
れ
た
」

と
い
う
設
定
が
確
保
で
き
、
読
者
が
理
屈
や
事
実
に
気
づ
か
な
い
こ
と
（
理
屈
に

気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
が
固
定
さ
れ
る
方
向
を
避
け
る
こ
と
）
を
ね
ら
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

咄
の
流
れ
に
説
得
性
を
持
た
せ
る
の
に
、
重
箱
の
蓋
に
載
る
小
判
を
描
い
た
挿

絵
も
一
役
買
っ
て
い
る
。「
江
戸
に
住
み
か
ね
、
品
川
の
藤
茶
屋
の
あ
た
り
に
棚

か
り
て
、
朝
の
薪
に
こ
と
を
か
き
、
夕
の
油
火
も
見
ず
。」
と
い
っ
た
極
貧
の
生

活
を
送
っ
て
い
る
内
助
。
更
に
「
く
づ
れ
次
第
の
、
柴
の
戸
」
と
い
っ
た
描
写
な

ど
か
ら
す
る
と
、当
該
の
挿
絵
は
い
か
に
も
不
釣
り
合
い
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、

逆
に
絵
の
舞
台
が
長
屋
だ
と
す
れ
ば
、
裸
金
を
扱
う
こ
と
自
体
が
よ
り
不
自
然
に

な
る
上
に
、
武
士
の
矜
恃
が
保
て
な
い
怖
れ
が
生
じ
る
。
ま
た
、
別
室
で
重
箱
の

小
判
を
発
見
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
、
挿
絵
の
分
量
が
本
書
の
構
成
上
見
開
き

を
要
求
し
て
い
る
こ
と28

、
下
髪
の
女
が
長
廊
下
を
歩
く
或
い
は
何
か
を
運
ぶ
図
は

前
例
が
あ
り
取
り
入
れ
や
す
い29

こ
と
な
ど
も
、
こ
の
挿
絵
の
構
図
に
関
係
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
挿
絵
は
ウ
ソ
咄
の
部
分
に
気
づ
か
せ
な
い
た

め
の
目
眩
ま
し
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
年
忘
れ
の
会
」
の
設
定
に
つ
い
て
、
そ
の
整
合
性
を
考
え
て
み
た
い
と

思
う
。
結
論
を
言
え
ば
、
年
忘
れ
の
会
そ
の
も
の
を
大
晦
日
の
夜
の
話
と
す
る
に

は
無
理
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
諸
論
考
に
お
い
て
は
、
内
助
と
そ
の
仲
間
の
年
忘
れ

の
会
を
章
題
の
通
り
に
大
晦
日
の
夜
と
捉
え
、論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、

も
し
年
忘
れ
の
会
が
大
晦
日
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
客
達
は
夜
更
け
鶏
が
鳴
い
て

（
十
一
）
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思
い
が
け
な
い
方
法
で
金
が
手
に
入
っ
た
こ
と
へ
の
内
助
の
反
応
や
、
特
殊
集
団

で
あ
る
浪
人
仲
間
の
会
話
と
動
き
な
ど
が
時
間
を
追
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
話
は
結
果
的
に
行
間
に
世
の
人
心
（
人
の
不
思
議
さ
）
を
読
み
込
め
る
作

品
に
な
っ
て
い
る
。
西
鶴
が
意
図
的
に
世
の
人
心
を
描
こ
う
と
し
て
人
物
造
型
を

目
論
ん
だ
か
ど
う
か
は
即
断
で
き
な
い
。
し
か
し
、
論
者
は
ウ
ソ
咄
の
中
に
あ
る

こ
う
し
た
作
品
の
豊
か
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
最
後
に
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。

注１　

代
表
的
な
も
の
に
、
近
藤
忠
義
と
そ
れ
を
継
承
発
展
さ
せ
た
暉
峻
康
隆
の
論

が
あ
る
。
近
藤
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
の
価
値
の
追
究
・
発
見
に
文
学
作
品
の

意
味
が
あ
る
と
い
う
立
場
で
、『
日
本
古
典
読
本　

西
鶴
』
11
頁　

昭
和
一
四

年　

日
本
評
論
社
に
評
言
の
解
釈
を
掲
出
。
暉
峻
は
、
劇
的
構
成
の
緊
密
さ
と

武
士
の
義
理
や
意
地
、人
間
と
し
て
の
誇
り
を
読
み
取
る（『
西
鶴
評
論
と
研
究
』

上　

206
頁　

昭
和
二
三
年
中
央
公
論
社
）。

２　

吉
江
久
彌
「『
好
色
一
代
男
』
に
始
ま
る
も
の
二
、三
」『
西
鶴
文
学
研
究
』

昭
和
四
九
年
三
月　

笠
間
書
院
・
吉
江
久
彌｢

『
堪
忍
記
』
と
西
鶴｣

『
西
鶴
と

そ
の
周
辺
』
平
成
二
年　

勉
誠
社
・
吉
江
久
彌
『
西
鶴　

思
想
と
作
品
』
平
成

一
六
年
七
月　

武
蔵
野
書
院

３　

宗
政
五
十
緒「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』│
一
、二
の
考
察
│
」『
季
刊
文
学
・
語
学
』

54　

昭
四
四
年
一
二
月
（『
西
鶴
の
研
究
』
昭
和
四
四
年
四
月
未
来
社　

所
収
）

４　

田
中
伸
「
西
鶴
の
説
話
の
諸
相
」『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
四
二
年
二
月

５　

森
山
重
雄
「
西
鶴
│
人
間
喜
劇
」　
『
日
本
古
典
鑑
賞
講
座　

西
鶴
』、
昭
和

三
二
年
七
月　

筑
摩
書
房
（『
封
建
庶
民
文
学
の
研
究
』
昭
和
三
五
年
一
〇
月

三
一
書
房　

所
収
）

６　

前
掲
注
５
論
文

７　

湯
沢
賢
之
助
「『
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
』
を
め
ぐ
っ
て
│
西
鶴
武
家
観
の

　

以
上
、「
山
芋
の
煮
し
め
」
と
「
大
晦
日
」
と
を
取
り
上
げ
て
、
緊
密
に
構
築

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
咄
の
中
に
ウ
ソ
咄
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
、
及
び
読
者
は
語
り
口
に
乗
せ
ら
れ
、
矛
盾
を
感
じ
る
暇
無
く
一
気
に
結
末
に

導
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
話
の
ス
ピ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
不
合
理
性
は
置
き
去

り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
軽
口
咄
ら
し
さ
の
一
端
を
担

う
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅴ　

お
わ
り
に

　
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
巻
一
「
大
晦
日
は
合
は
ぬ
算
用
」
を
、
西
鶴
の
創
作
方

法
に
注
目
し
て
読
み
直
し
て
き
た
。
新
た
に
盗
賊
説
話
を
本
話
の
素
材
と
し
て
提

唱
し
、「
盗
賊
説
話
」
を
「
金
を
巡
る
歳
末
の
浪
人
群
像
の
咄
」
の
中
に
取
り
込

む
着
想
に
こ
そ
、
西
鶴
の
作
意
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
中
で
、

・　

主
題
や
主
人
公
は
十
全
に
は
機
能
し
て
い
な
い
こ
と

・　

咄
全
体
を
貫
く
論
理
が
「
算
用
が
合
う
、
合
わ
な
い
」
に
あ
り
、
そ
こ
に

当
て
は
ま
る
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繋
ぎ
合
せ
て
い
る
こ
と

・　

咄
の
主
眼
は
、
盗
賊
説
話
か
ら
発
し
て
、
歳
末
の
掛
取
り
・
不
明
な
余
剰

金
な
ど
複
合
的
に
と
ら
え
た
「
合
わ
ぬ
算
用
」
を
、「
仲
間
う
ち
の
義
理
」

が
生
き
る
浪
人
集
団
と
結
び
つ
け
た
西
鶴
の
奇
想
に
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
首
尾
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
本
話
の

中
に
も
、
た
く
ま
れ
た
ウ
ソ
咄
の
要
素
が
あ
り
、
一
つ
の
方
向
性
で
読
ま
れ
る
こ

と
を
拒
否
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
に
も
触
れ
た
。
虚
実
入
れ
ま
ぜ
に
し
た
西

鶴
の
語
り
の
妙
と
軽
口
の
気
分
と
を
、
い
く
ら
か
で
も
抽
出
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　

第
二
節
に
お
い
て
、内
助
の
人
物
造
型
は
類
型
的
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
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一
端
│
」 『
日
本
文
学
』
昭
五
八
年
七
月

８　

堀
切
実
「『
西
鶴
諸
国
咄
』
に
お
け
る
〈
笑
い
〉
の
分
析
」『
学
術
研
究

國
語
国
文
学
編
』
33　

昭
和
五
九
年
一
二
月
（『
読
み
か
え
ら
れ
る
西
鶴
』

二
〇
〇
一
年
三
月　

ぺ
り
か
ん
社　

所
収
）

９　

谷
脇
理
史
『
西
鶴 

研
究
と
批
評
』
127
頁　

平
成
七
年
五
月　

若
草
書
房

10　

例
え
ば
湯
沢
賢
之
助
氏
は
、
前
掲
注
７
論
文
に
お
い
て
、
小
見
出
し
「
義
理
」

に
つ
い
て
、「（
義
理
を
め
ぐ
る
人
間
模
様
と
い
う
程
度
の
）
一
つ
の
話
柄
で
あ

り
、
読
み
の
方
向
を
決
定
づ
け
る
価
値
観
を
提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
い

う
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

11　

杉
本
好
伸
「『
大
晦
日
は
あ
は
ぬ
算
用
』
に
つ
い
て
考
え
る
」『
西
鶴
と
浮
世

草
子
研
究
』
３　

平
成
二
二
年
五
月　

笠
間
書
院

12　

本
文
と
評
言
と
の
齟
齬
を
め
ぐ
る
問
題
、
末
尾
に
曖
昧
さ
を
含
む
表
現
形
態

を
選
択
し
て
い
る
理
由
、
評
言
と
目
録
小
見
出
し
の
枠
組
み
と
し
て
の
機
能
な

ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も
扱
う
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
別
の
機

会
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

13　

引
用
は
、『
日
本
古
典
文
学
全
集　

井
原
西
鶴
集
』
二　

小
学
館
に
よ
る
。

14　

町
奴
や
旗
本
の
風
俗
に
つ
い
て
の
詳
細
は
次
の
二
論
考
に
譲
り
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
さ
な
い
。

・
北
島
正
元
「
か
ぶ
き
者
│
そ
の
行
動
と
論
理
」『
近
世
史
の
群
像
』
吉
川
弘

文
館　

昭
和
五
二
年
二
月

　

・
栢
原
昌
三
『
旗
本
と
町
奴
』
大
正
一
一
年
三
月　

国
史
講
習
会

15　

こ
の
他
、
西
鶴
作
品
で
は
、
手
内
職
な
ど
に
よ
っ
て
細
々
と
生
計
を
立
て
な

が
ら
町
人
に
同
化
し
て
暮
ら
す
浪
人
や
、
ほ
と
ん
ど
餓
死
寸
前
の
貧
し
い
暮
ら

し
を
す
る
浪
人
も
描
か
れ
る（『
本
朝
二
十
不
孝
』巻
五「
古
き
都
を
立
出
て
雨
」

な
ど
）。

16　

引
用
は
、『
日
本
古
典
文
学
全
集　

井
原
西
鶴
集
』
一　

小
学
館
に
よ
る

17　

重
友
毅
「『
西
鶴
諸
国
咄
』
二
題
」『
重
友
毅
著
作
集
１
』
昭
和
四
九
年　

文

理
書
院

18　

岡
雅
彦
「
西
鶴
名
残
の
友
と
咄
本
」『
近
世
文
芸
』
二
二　

昭
和
四
八
年
七

月
19　
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
巻
一
「
太
鼓
の
中
は
し
ら
ぬ
が
因
果
」。
窮
地
に
陥
っ
た

仲
間
に
対
し
、
織
物
職
人
仲
間
十
人
が
集
ま
っ
て
「
一
升
枡
に
十
両
ず
つ
一
人

一
人
投
げ
入
れ
」
併
せ
て
百
両
の
援
助
を
す
る
。
金
は
「
恵
比
寿
棚
に
上
げ
て

酒
宴
」
に
な
る
が
、「
小
判
は
紛
失
」。「
身
晴
れ
に
」
と
騒
ぐ
が
未
解
決
。
奉

行
の
慧
眼
に
よ
っ
て
証
拠
が
あ
が
り
、
合
力
し
た
仲
間
の
一
人
が
百
両
盗
ん
だ

と
い
う
真
相
が
明
ら
か
に
な
る
。

20　

前
掲
吉
江
久
彌
「『
好
色
一
代
男
』
に
始
ま
る
も
の
二
、三
」・
吉
江
久
彌｢

『
堪

忍
記
』
と
西
鶴｣

21　

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
蔵
の
写
本　
「
恕
子
」
作　

正
徳
五
年
三
月

成
立
。

22　

宮
澤
照
恵
「『
盗
賊
配
分
金
銀
之
辯　

全
』
解
題
と
翻
刻
」『
北
星
学
園
大
学

文
学
部　

北
星
論
集
』
四
九
巻
一
号　

平
成
二
四
年
三
月
に
翻
刻
紹
介

23　
『
咄
本
体
系
』
第
二
巻
91
頁　

昭
和
五
一
年
二
月　

東
京
堂
出
版

24　
「
身
の
ぐ
ひ
」
は
不
詳
だ
が
、
自
分
の
取
り
分
の
衣
類
で
あ
ろ
う
。

25　
『
日
本
古
典
文
学
全
集　

仮
名
草
子
集
』
小
学
館
に
よ
る
。

26　

盗
賊
の
心
情
に
目
を
向
け
、会
話
を
通
じ
て
咄
に
取
り
込
ん
で
い
く
傾
向
は
、

既
に
『
噺
物
語
』
下
の
二
「
盗
人
の
は
な
し
」・「
安
養
の
尼
物
語
」
な
ど
に
前

例
が
見
ら
れ
る
。

27　

前
掲
注
11
論
稿

28　

宮
澤
照
恵「『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』成
立
試
論
│
書
誌
形
態
を
通
し
て
│
」『
國

語
国
文
研
究
』
一
一
五　

平
成
一
二
年
三
月

29　
『
好
色
一
代
男
』
巻
一
の
一
の
挿
絵
参
照
。
な
お
、
こ
の
図
に
西
鶴
の
意
図

を
読
む
論
考
が
あ
る
（
堅
田
陽
子
「『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』「
大
晦
日
は
あ
は
ぬ

算
用
」
挿
画
考
」『
東
海
近
世
』
平
成
二
四
年
七
月
）

（
付　

記
）

　

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
の
西
鶴
研
究
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
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  ［Abstract］

A Study of Ootugomori wa awanu sanyou
A Side View of the Conception and the Method

Key words ： Saikakusyokokuhanashi, Ootugomori wa awanu sanyou, Nusubito-setuwa, A Consecutive 
Logic which Consists in Whether, Sanyou（calculation）is Correct or Incorrect

Terue　MIYAZAWA

　This thesis explains how interpret Ootugomori wa awanu sanyou（Saikakusyokokuhanashi 
No.1）by focusing on Saikaku’s creative method. In this thesis, there is a new suggestion that 
Touninsetuwa is the subject material for this story. 
　Then it is stated that the intent of his conception is to include this subject material in Ka 

newomeguru saimatuno rouningunzouno hanashi, that is, there are three obvious facts found out. 
　First, the subject and the hero in this thesis do not function enough. 
　Second, this story has a consecutive logic which consists in whether “Sanyou（calculation）is 
correct or incorrect”and connects the various episodes which refer to this logic.
　Third, the thrust of this story is Saikaku’s novel idea that connects Awanusanyou to a group 
of unemployed people that have a debt to their company.


