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福
田
素
子
著
『
債
鬼
転
生
―
―
討
債
鬼
故
事
に
見
る
中
国
の
親
と
子
』

―
―
明
末
白
話
小
説
と
の
関
係
か
ら

千
賀

由
佳

は
じ
め
に

『
債
鬼
転
生
―
―
討
債
鬼
故
事
に
見
る
中
国
の
親
と
子
』
（
知
泉
書
院
、
二

〇
一
九
年
。
以
下
「
本
書
」
）
は
中
国
の
怪
談
で
あ
る
討
債
鬼
故
事
を
主
題
と
し
、

こ
れ
と
関
連
す
る
幅
広
い
時
代
や
地
域
の
物
語
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
っ
て

い
る
。
そ
の
第
一
章
で
は
イ
ン
ド
お
よ
び
中
唐
ま
で
の
中
国
に
お
け
る
輪
廻
と

復
讐
の
説
話
の
変
遷
が
論
じ
ら
れ
、
続
く
第
二
章
で
は
鳩
摩
羅
什
訳
『
衆
経
撰

雑
譬
喩
』
下
巻
「
嫉
妬
話
」
に
淵
源
す
る
と
見
ら
れ
る
複
数
の
転
生
復
讐
故
事

（
以
下
「
『
嫉
妬
話
』
系
説
話
」
）
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
三
章
の
冒
頭
で

は
討
債
鬼
故
事
成
立
の
条
件
と
し
て
「
債
権
者
が
債
務
者
の
子
供
に
転
生
す

る
」
、
「
子
供
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
利
用
し
て
、
金
を
取
り
返
す
」
と
い
う
二

要
素
が
提
示
さ
れ
、
現
存
最
古
の
討
債
鬼
故
事
と
し
て
唐
代
の
文
言
小
説
「
党

氏
女
」
が
紹
介
さ
れ
る
。
第
四
章
で
は
債
務
者
が
債
権
者
の
家
の
家
畜
に
転
生

し
て
償
う
と
い
う
畜
類
償
債
譚
が
、
第
五
章
で
は
王
梵
志
の
詩
「
怨
家
煞
人

賊
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
第
六
章
以
降
で
は
討
債
鬼
故
事
の
変
容
お
よ
び
日
本

で
の
受
容
が
論
じ
ら
れ
る
。

著
者
で
あ
る
福
田
氏
は
第
三
章
の
結
び
で
、
「
嫉
妬
話
」
系
説
話
が
復
讐
さ
れ

る
側
に
感
情
移
入
す
る
物
語
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
党
氏
女
」
は
復
讐
者
に
肩

入
れ
す
る
物
語
で
あ
る
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
「
嫉
妬
話
」
系
説
話
は
後
継
者

が
途
絶
え
て
い
た
が
、
元
雑
劇
「
崔
府
君
断
冤
家
債
主
」
と
し
て
再
び
姿
を
現

し
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
雑
劇
を
題
材
に
討
債
鬼
故
事
の
変
容
を
論
じ
た
第
六

章
と
、
同
じ
く
雑
劇
を
取
り
上
げ
た
第
七
章
は
、
討
債
鬼
故
事
の
通
俗
文
学
へ

の
影
響
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
、
筆
者
に
と
っ
て
と
り
わ
け
興
味
深
い
部
分

だ
っ
た
。
本
発
表
で
は
、
先
に
こ
の
二
つ
の
雑
劇
の
内
容
と
福
田
氏
の
分
析
に

触
れ
た
後
、
明
末
の
白
話
小
説
の
う
ち
で
討
債
鬼
故
事
と
似
た
要
素
を
含
む
物

語
に
目
を
向
け
、
そ
の
広
が
り
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。

一
、
元
雑
劇
と
討
債
鬼
故
事

第
六
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
崔
府
君
断
冤
家
債
主
」
雑
劇
に
は
、
「
前
世
で

金
を
奪
わ
れ
た
者
が
奪
っ
た
者
の
息
子
に
転
生
し
て
家
産
を
蕩
尽
す
る
」
（
本
書

一
五
八
頁
。
以
下
括
弧
内
に
本
書
の
頁
数
を
示
す
）
と
い
う
、
討
債
鬼
故
事
と

共
通
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
福
田
氏
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
「
親
が
救
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済
さ
れ
る
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
俗
人
の
度
脱
を
描
く
神
仙
道
化
劇
と
の
親

和
性
を
増
し
、
そ
の
結
果
、
討
債
鬼
故
事
に
救
済
の
物
語
と
い
う
新
し
い
側
面

を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
」
（
一
六
六
頁
）
、
「
復
讐
さ
れ
る
親
を
主
人
公
と
し
な

が
ら
、
恐
れ
と
は
無
縁
の
物
語
を
作
り
出
し
、
新
し
い
潮
流
の
源
と
な
っ
て
い

く
」
（
一
六
七
頁
）
と
述
べ
る
。

ま
た
第
七
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
看
銭
奴
買
冤
家
債
主
」
雑
劇
は
、
「
あ
る

貧
乏
な
男
が
、
神
に
富
貴
を
得
る
こ
と
を
祈
っ
て
赤
の
他
人
の
財
産
を
手
に
入

れ
た
も
の
の
、
財
産
の
元
の
持
ち
主
の
子
を
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
養
子
に
し
て
、

財
産
を
取
り
返
さ
れ
る
」
（
一
七
三
頁
）
話
で
、
債
権
者
の
転
生
で
こ
そ
な
い
も

の
の
、
相
手
の
子
供
と
な
っ
て
金
を
取
り
返
す
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
る
。
福

田
氏
は
こ
の
物
語
で
養
子
に
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
、
「
前
世
に
ま
で
遡
る
、
魂

の
奥
底
に
わ
だ
か
ま
る
怨
恨
と
い
う
も
の
は
持
ち
よ
う
が
な
い
」
（
一
八
四
頁
）
、

「
神
の
定
め
た
運
命
を
成
就
す
る
た
め
の
単
な
る
『
道
具
』
と
化
し
て
し
ま
っ

た
」
（
一
八
四
頁
）
と
述
べ
、
こ
の
人
物
が
い
わ
ば
親
の
「
借
り
」
の
調
整
者
と

し
て
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

後
世
の
通
俗
文
学
に
お
い
て
討
債
鬼
故
事
に
も
た
ら
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
変

化
を
示
す
こ
れ
ら
の
雑
劇
は
、
い
ず
れ
も
後
に
小
説
に
改
編
さ
れ
、
明
末
の
凌

濛
初
に
よ
る
白
話
小
説
集
『
拍
案
驚
奇
』
中
に
収
録
さ
れ
た
。

二
、
「
月
明
和
尚
度
柳
翠
」
中
の
転
生
と
復
讐

明
末
の
馮
夢
龍
に
よ
る
白
話
小
説
集
『
古
今
小
説
』
の
巻
二
十
九
「
月
明
和

尚
度
柳
翠
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
宋
の
紹
興
年
間
、
臨
安

府
尹
に
着
任
し
た
柳
宣
教
は
、
水
月
寺
の
僧
玉
通
の
み
が
自
分
を
出
迎
え
な
か

っ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
、
歌
妓
呉
紅
蓮
を
水
月
寺
に
送
り
込
み
玉
通
を
誘
惑
さ

せ
る
。
色
戒
を
破
っ
た
玉
通
は
真
相
を
知
っ
て
悔
や
み
、
徳
行
を
傷
つ
け
ら
れ

た
報
い
に
柳
宣
教
の
家
風
を
汚
そ
う
と
述
べ
る
偈
を
残
し
て
円
寂
す
る
。
玉
通

は
柳
宣
教
の
娘
に
転
生
し
翠
翠
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
柳
宣
教
が
流
行
病
で
亡
く

な
る
と
翠
翠
は
母
と
と
も
に
貧
窮
し
、
や
が
て
妓
女
に
な
り
柳
翠
と
名
乗
る
。

顕
孝
寺
の
僧
月
明
は
浄
慈
寺
の
僧
法
空
に
玉
通
転
生
の
こ
と
を
明
か
し
、
法
空

は
柳
翠
に
因
果
の
理
を
説
き
、
月
明
に
引
き
合
わ
せ
る
。
月
明
は
柳
翠
に
水
月

寺
の
玉
通
を
尋
ね
る
よ
う
教
え
、
柳
翠
は
水
月
寺
で
玉
通
の
残
し
た
偈
を
聞
い

て
前
世
の
こ
と
を
悟
り
、
ま
も
な
く
坐
化
す
る
。
こ
の
話
に
は
金
の
貸
し
借
り

と
い
う
要
素
が
な
い
た
め
、
本
書
で
い
う
討
債
鬼
故
事
の
定
義
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
。
し
か
し
、
「
仇
の
子
に
転
生
し
て
復
讐
す
る
」
と
い
う
重
要
な
プ
ロ
ッ

ト
は
討
債
鬼
故
事
と
共
通
し
て
い
る
。

澤
田
瑞
穂
氏
の
「
紅
蓮
柳
翠
」
（
『
宋
明
清
小
説
叢
考
』
、
研
文
出
版
、
一
九
八

二
年
。
初
出
は
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
二
十
号
、
一
九

七
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
物
語
の
前
半
に
出
る
、
僧
が
美
女
紅
蓮
に
迷
っ
て

破
戒
す
る
と
い
う
話
は
宋
代
の
『
侍
児
小
名
録
拾
遺
』
に
見
え
る
至
聡
禅
師
の

故
事
に
、
後
半
に
出
る
、
妓
女
柳
翠
が
月
明
に
導
か
れ
て
悟
り
を
得
る
と
い
う

話
は
元
雑
劇
「
月
明
三
度
臨
岐
柳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
先
例
が
認
め
ら
れ
、
永
楽
年

間
の
朱
有
燉
の
雑
劇
「
李
妙
清
花
裏
悟
真
如
」
中
の
記
述
等
か
ら
見
て
、
明
初

の
時
点
で
こ
の
二
つ
は
互
い
に
無
縁
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か

し
そ
の
後
、
嘉
靖
年
間
の
田
汝
成
『
西
湖
遊
覧
志
』
巻
十
三
に
は
、
両
者
が
合

わ
さ
っ
た
内
容
の
記
事
が
収
め
ら
れ
る
。
そ
の
記
事
に
は
、
玉
通
が
破
戒
し
た

後
「
後
に
都
の
長
官
（
柳
宣
教
の
こ
と
）
の
企
み
で
あ
っ
た
と
知
り
、
恥
じ
て

死
に
、
恨
ん
で
『
私
は
必
ず
お
ま
え
の
家
風
を
損
な
っ
て
や
る
』
と
言
っ
た
。

宣
教
は
ま
も
な
く
亡
く
な
り
、
忘
れ
が
た
み
の
柳
翠
が
生
ま
れ
た
。
出
産
の
夜
、
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母
は
一
人
の
僧
が
家
に
入
っ
て
き
て
『
私
は
玉
通
で
あ
る
』
と
言
う
の
を
夢
に

見
た
（
已
而
詢
知
京
尹
所
賺
也
、
慚
怩
而
死
、
恚
曰
『
吾
必
敗
汝
門
風
』
。
宣
教

尋
亡
、
而
遺
腹
産
柳
翠
。
坐
蓐
之
夕
、
母
夢
一
僧
入
戸
曰
『
我
玉
通
也
』
）
」
と

あ
る
。
こ
こ
で
は
「
仇
の
子
供
に
転
生
し
、
妓
女
と
な
る
こ
と
で
復
讐
を
遂
げ

る
」
と
い
う
話
が
、
前
半
と
後
半
の
故
事
を
結
び
つ
け
て
い
る
。

前
述
の
小
説
「
月
明
和
尚
度
柳
翠
」
は
、
『
西
湖
遊
覧
志
』
の
記
事
と
筋
書
き

を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
い
る
。
討
債
鬼
故
事
と
関
連
し
て
こ
の
小
説
で
注
目
す
べ

き
点
と
し
て
、
第
一
に
復
讐
者
の
救
済
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

物
語
の
中
で
玉
通
は
柳
宣
教
の
娘
に
転
生
し
て
妓
女
と
な
る
。
こ
の
時
点
で
玉

通
の
復
讐
は
果
た
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
復
讐
者
に
肩
入
れ
し
、
復
讐
の
完

遂
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
物
語
」
（
九
二
頁
）
と
形
容
さ
れ
る
「
党
氏
女
」
の
物

語
と
近
し
い
。
そ
の
一
方
で
、
柳
翠
は
月
明
か
ら
「
恩
愛
は
無
限
で
は
な
く
、

冤
仇
に
も
果
て
が
あ
る
。
た
だ
仏
性
の
み
は
、
常
に
照
ら
し
て
消
え
る
こ
と
が

な
い
（
恩
愛
無
多
、
冤
仇
有
尽
、
只
有
仏
性
、
常
明
不
滅
）
」
と
説
か
れ
、
憎
し

み
を
捨
て
て
成
仏
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
「
嫉
妬
話
」
系
説
話
の
「
救
済
者
は
復

讐
者
が
心
に
抱
え
た
怒
り
を
理
解
し
、
と
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ

っ
て
怨
恨
を
放
棄
さ
せ
る
」
（
六
四
頁
）
と
い
う
特
徴
と
合
致
し
て
お
り
、
復
讐

を
否
定
し
因
果
を
と
き
ほ
ぐ
す
と
い
う
仏
教
説
話
の
ス
タ
ン
ス
に
則
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
月
明
の
救
い
の
手
は
、
復
讐

対
象
で
あ
る
柳
宣
教
で
は
な
く
、
専
ら
復
讐
者
で
あ
る
玉
通
（
＝
柳
翠
）
へ
向

け
て
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
。
福
田
氏
は
「
崔
府
君
断
冤
家
債
主
」
雑
劇
に
つ

い
て
、
復
讐
対
象
の
救
済
と
復
讐
の
完
遂
と
い
う
要
素
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、

「
嫉
妬
話
」
系
説
話
と
「
党
氏
女
」
の
二
つ
の
系
統
の
故
事
が
合
流
し
た
例
で

あ
る
と
述
べ
る
が
、
「
月
明
和
尚
度
柳
翠
」
に
お
い
て
も
、
救
済
の
対
象
は
異
な

る
も
の
の
、
や
は
り
二
つ
の
系
統
の
故
事
の
合
流
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
討

債
鬼
故
事
を
構
成
す
る
転
生
と
復
讐
と
い
う
要
素
が
後
世
の
通
俗
文
学
中
で
展

開
さ
れ
る
際
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
因
果
応
報
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
作
中
で
は

「
柳
宣
教
は
陰
隲
を
積
ま
な
か
っ
た
の
で
、
娘
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
が
、

こ
れ
こ
そ
一
つ
の
罪
に
対
し
て
一
つ
の
報
い
が
返
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
天

の
理
は
明
ら
か
で
あ
る
（
柳
宣
教
不
行
陰
隲
、
折
了
女
児
、
此
乃
一
報
還
一
報
、

天
理
昭
然
）
」
、
「
柳
宣
教
は
人
を
害
し
た
の
で
自
分
も
害
を
受
け
た
（
柳
宣
教
害

人
自
害
）
」
と
記
さ
れ
、
こ
こ
に
は
因
果
応
報
の
思
想
が
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
思
想
は
他
の
通
俗
文
学
作
品
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
崔
府

君
断
冤
家
債
主
」
雑
劇
で
は
主
人
公
張
善
友
が
「
こ
れ
は
全
て
私
の
あ
の
妻
が

悪
業
を
な
し
て
自
ら
禍
を
招
い
た
の
だ
（
這
都
是
我
那
婆
婆
也
作
業
自
殃
身
）
」

と
語
り
、
「
看
銭
奴
買
冤
家
債
主
」
雑
劇
で
は
貧
乏
人
の
賈
仁
が
神
か
ら
「
お
ま

え
は
前
世
で
罪
を
な
し
た
の
で
、
今
世
で
罰
を
受
け
て
い
る
の
だ
（
你
前
世
裏

造
下
、
今
世
裏
折
罰
）
」
と
言
わ
れ
る
（
い
ず
れ
も
『
元
曲
選
』
テ
キ
ス
ト
に
拠

る
）
。
こ
の
種
の
言
い
回
し
は
、
各
々
の
行
い
の
善
悪
に
応
じ
て
報
い
が
与
え
ら

れ
る
と
い
う
因
果
応
報
の
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と

「
党
氏
女
」
の
中
で
は
「
天
帝
は
天
下
の
人
が
愚
か
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
皆
人

は
陰
で
悪
事
に
い
そ
し
み
道
を
曲
げ
、
い
つ
わ
り
に
あ
の
手
こ
の
手
を
使
い
、

『
人
は
押
し
切
る
こ
と
が
で
き
、
神
は
騙
す
こ
と
が
で
き
る
』
と
言
っ
て
い
る

の
だ
と
お
思
い
で
す
…
…
こ
の
俗
を
矯
め
る
こ
と
は
虚
し
く
、
報
い
を
与
え
る

こ
と
に
は
完
全
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
世
の
こ
と
は
ま
こ
と
に
騙

す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
す
…
…
そ
こ
で
私
を
遣
わ
し
、
こ
の
身
に
託
し
て

こ
の
地
に
近
づ
き
、
愚
か
な
人
々
を
驚
か
し
た
の
で
す
」
（
七
五
頁
）
、
す
な
わ

ち
冥
府
で
は
全
て
が
見
通
さ
れ
る
も
の
の
因
果
応
報
は
必
ず
し
も
完
全
で
は
な

い
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
明
代
の
作
品
の
、
「
一
つ
の
罪
に
対
し
て
一
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つ
の
報
い
が
返
さ
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、
因
果
応
報
の
シ
ス
テ
ム
を
よ
り

完
全
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
悪
事
を
行
え
ば
必
ず
報
い
が
あ
る
の
な

ら
、
悪
人
に
罰
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
個
人
の
怨
恨
の
有
無
は
無
関
係
と
な
る
。

通
俗
文
学
に
お
け
る
、
因
果
応
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
関
心
や
信
頼
と
い
う
傾
向
が
、

個
人
の
復
讐
の
完
遂
よ
り
も
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
作
用
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
事
件
の
成
り
行
き
自
体
の
焦
点
化
と
い
う
結
果
を
招
き
、
そ
れ
が
本
書
で

も
指
摘
さ
れ
る
、
討
債
鬼
故
事
に
お
け
る
怨
恨
要
素
の
希
薄
化
と
い
う
現
象
を

招
い
た
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

三
、
前
世
の
借
り
に
関
す
る
物
語
の
広
が
り

白
話
小
説
中
に
は
前
世
の
借
り
に
ま
つ
わ
る
話
が
他
に
も
あ
る
が
、
そ
れ
は

必
ず
し
も
復
讐
の
物
語
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
も
親
子

と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
本
書
第
七
章
で
は
「
金
を
返
し
に
来
る
息
子
た

ち
」
の
話
に
関
連
し
て
、
馮
夢
龍
『
警
世
通
言
』
の
巻
二
十
二
「
宋
小
官
団
円

破
氈
笠
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
話
で
は
、
歳
を
取
っ
て
も
子
供
が
で
き

ず
に
い
た
宋
金
と
い
う
人
が
、
子
宝
を
祈
願
し
て
参
詣
す
る
道
中
で
、
死
に
か

け
て
い
る
僧
侶
を
見
か
け
、
棺
を
用
意
し
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
僧
侶
が
恩

返
し
の
た
め
自
分
の
子
供
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
僧
侶
は
前
世
の
借
り

を
取
り
立
て
る
た
め
で
は
な
く
、
前
世
の
借
り
を
返
す
た
め
に
、
相
手
の
子
供

に
転
生
す
る
の
で
あ
り
、
親
で
あ
る
宋
金
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
善
行
を
し
た

こ
と
で
善
報
を
得
た
話
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
古
今
小
説
』
巻
四
「
閑
雲
庵

阮
三
償
冤
債
」
で
は
、
若
い
男
女
が
尼
僧
の
手
引
き
で
結
ば
れ
た
後
、
す
ぐ
に

男
性
が
死
ん
で
し
ま
う
。
後
に
男
性
は
女
性
の
夢
に
出
て
き
て
、
実
は
自
分
た

ち
は
前
世
で
恋
人
同
士
だ
っ
た
が
、
自
分
が
相
手
を
裏
切
り
、
相
手
は
そ
の
悲

し
み
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
明
か
し
、
「
閑
雲
庵
で
の
逢
引
は
、
あ
な
た

が
悪
因
縁
の
負
債
を
取
り
立
て
に
来
た
の
で
あ
り
、
私
は
す
ぐ
に
死
ん
で
、
あ

な
た
の
前
世
の
命
を
償
っ
た
（
閑
雲
庵
相
会
、
是
你
来
索
冤
債
、
我
登
時
身
死
、

償
了
你
前
生
之
命
）
」
と
語
る
。
こ
の
話
に
も
前
世
の
借
り
と
取
り
立
て
と
い
う

発
想
が
見
ら
れ
る
が
、
両
者
の
関
係
は
親
子
で
は
な
く
恋
人
で
あ
り
、
金
銭
で

は
な
く
命
に
よ
っ
て
償
い
を
果
た
す
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
く
前
世
の
借
り
を
め
ぐ
る
話
の
中
で
も
、
そ
の
借
り
を

取
り
立
て
る
の
か
返
す
の
か
、
借
り
の
内
容
は
金
銭
か
そ
れ
以
外
（
命
な
ど
）

か
、
ま
た
借
り
手
と
貸
し
手
の
関
係
は
親
子
か
夫
婦
か
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ

ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
。

以
上
、
甚
だ
限
定
的
な
が
ら
、
白
話
小
説
の
う
ち
で
討
債
鬼
故
事
と
共
通
項

を
持
つ
物
語
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
時
代
ご
と
の
変
遷
や
仏
典
と
の
関
わ
り
も

視
野
に
入
れ
な
が
ら
討
債
鬼
故
事
を
論
じ
た
本
書
の
研
究
成
果
は
、
こ
の
故
事

と
共
通
す
る
要
素
を
含
む
白
話
小
説
の
淵
源
や
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
重
要

な
示
唆
を
提
供
し
て
い
る
。
同
時
に
、
白
話
小
説
を
通
じ
て
、
討
債
鬼
故
事
の

後
世
に
お
け
る
発
展
に
対
す
る
研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
今

後
の
著
者
に
よ
る
白
話
小
説
中
に
お
け
る
討
債
鬼
故
事
の
類
話
研
究
を
期
待
し

た
い
。


