
　
む
か
し
昔
、
市
場
で
裕
福
な
旦
那
と

貧
乏
な
男
が
偶
然
知
り
合
い
ま
し
た
。�

　
旦
那
が
「
わ
し
の
住
ん
で
る
所
は
、

『
境
』
と
言
っ
て
、
海
の
あ
る
と
こ
だ
」

と
言
う
と
、
男
は
「
お
ら
が
所
は
、
ぐ

る
り
と
山
に
囲
ま
れ
て
お
っ
て
、
『
境
』

と
言
う
と
る
ん
じ
ゃ
」
と
言
い
ま
す
。

「
ほ
う
、
境
と
境
か
、
な
に
か
の
縁
だ

な
」
と
話
を
続
け
て
い
る
と
、
「
山
の

『
境
』
か
ら
は
大
山
の
綺
麗
な
姿
が
毎

日
拝
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
、
い
つ
も
お
日
様

が
さ
ん
さ
ん
と
し
て
、
明
る
さ
が
枝
葉

と
な
っ
て
『
境
』
を
照
ら
す
ん
で
、『
明

枝
』
と
よ
ん
じ
ょ
る
」「
海
の
『
境
』
も

大
通
り
を
『
中
』
ち
ゅ
う
て
、
枝
線
に

別
れ
た
小
道
を
『
中
枝
通
り
』
と
ゆ
う

と
る
」
な
ど
、
似
通
っ
た
所
が
多
く
あ

り
ま
す
。�

�

　
そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
と
、
海
の
あ

る
『
境
』
に
住
む
旦
那
が
「
う
ち
に
は

宝
が
山
の
よ
う
に
あ
っ
て
な
、
宝
の
蔵

が
な
ん
ぼ
で
も
建
っ
て
る
だ
」
と
言
い

出
し
ま
し
た
。
一
方
、
山
に
囲
ま
れ
た

『
境
』
に
住
む
男
は
「
う
ら
や
ま
し
げ

な
話
だ
が
、
お
ら
が
家
は
ど
え
ら
い
貧

乏
で
、
人
に
自
慢
す
る
よ
う
な
宝
物
は

な
ん
も
な
い
が
、
た
っ
た
一
つ
人
に
負

け
ん
も
ん
が
あ
る
だ
」
と
言
い
ま
す
。
　

旦
那
は
「
一
つ
で
も
そ
う
い
う
も
ん
が

あ
る
な
ら
結
構
だ
。
そ
げ
な
ら
そ
の
宝

物
と
う
ち
の
宝
物
を
持
ち
寄
っ
て
宝
く

ら
べ
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
い
出

し
、
２
人
は
宝
く
ら
べ
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。�

�

　
そ
し
て
宝
く
ら
べ
の
日
、
海
の
『
境
』

に
住
む
旦
那
は
、
大
勢
の
番
頭
や
店
子

や
ら
を
使
っ
て
、
馬
車
で
ぎ
ょ
う
さ
ん

な
（
た
く
さ
ん
の
）
宝
物
を
運
ば
せ
て
、

立
派
な
宝
物
を
ず
ら
り
と
並
べ
て
み
せ

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
山
の
『
境
』
の
男

は
姿
を
見
せ
ま
せ
ん
。「
ど
げ
ん
し
た
こ

と
だ
か
い
な
、
来
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
わ

し
に
恐
れ
を
な
し
た
か
」
と
旦
那
は
得

意
満
面
で
す
。�

　
そ
こ
へ
、
24
人
の
子
ど
も
を
引
き
連

れ
て
男
が
現
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
達
は

皆
、
唐
傘
を
１
本
ず
つ
持
っ
て
、
小
さ

な
子
か
ら
順
に
男
の
子
や
女
の
子
が
列

を
作
っ
て
並
び
ま
し
た
。「
こ
れ
が
う
ち

の
宝
じ
ゃ
、
人
に
自
慢
で
き
る
も
ん
は
、

こ
れ
よ
り
他
に
な
い
で
す
だ
」
と
男
が

申
し
訳
な
さ
そ
う
に
謝
っ
て
い
る
と
、

急
に
雲
行
き
が
怪
し
く
な
っ
て
、
黒
い

雲
と
と
も
に
夕
立
が
激
し
く
降
り
始
め

ま
し
た
。�

　
旦
那
は
大
慌
て
で
並
べ
た
壷
や
掛

け
軸
、
鎧
な
ど
を
片
付
け
ま
し
た
が
、

と
う
と
う
間
に
合
わ
ず
、
宝
物
を
濡
ら

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。�

　
一
方
、
男
は
持
っ
て
き
た
唐
傘
を
綺

麗
に
並
べ
て
子
ど
も
達
に
差
さ
せ
る
と
、

涼
し
い
顔
で
帰
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
の

様
子
は
ま
る
で
歌
舞
伎
の
白
波
五
人
男

の
行
列
の
よ
う
に
見
事
な
も
の
で
、
見

物
人
か
ら
も
割
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
が

鳴
り
響
き
ま
し
た
。�

　
こ
れ
を
見
た
旦
那
は
「
ど
れ
程
宝
の

山
が
あ
っ
て
も
、
子
に
勝
る
宝
は
な
い
。

こ
り
ゃ
あ
わ
し
の
負
け
だ
」
と
い
い
ま

し
た
。
こ
う
し
て
『
子
宝
』
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で

す
。�

　
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
男
は
子
ど
も
達
の

唐
傘
を
用
意
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。�

　
男
が
言
う
に
は
「
つ
ば
め
が
低
く
飛

ぶ
の
を
見
て
、
子
ど
も
達
に
傘
を
持
た

せ
た
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。�

　
雨
が
降
る
時
、
虫
は
雨
が
降
る
の
を

察
知
し
て
、
草
む
ら
や
影
の
あ
る
低
い

と
こ
ろ
に
身
を
隠
す
の
で
、
虫
を
餌
に

す
る
つ
ば
め
も
低
い
所
を
飛
ぶ
よ
う
に

な
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
お
し
ま
い

二十四人の�
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