
「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
三
つ
か
ひ
」
考

渡

辺

壷思

司

 
高
校
時
代
始
め
て
西
鶴
の
作
品
に
触
れ
た
が
、
そ
の
一
篇
が
今
回
取
り
あ
げ

た
「
世
間
胸
算
用
」
巻
一
の
四
・
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
で
あ
る
。
そ
の
時
以
来

私
は
こ
の
老
婆
に
同
情
し
て
い
る
。
高
校
の
教
師
は
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は

く
老
婆
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
V
に
あ
る
と
黒
板
に
大
書
し
て
老
婆
の
強
欲
ぶ
り
を
口
．

を
き
わ
め
て
非
難
し
た
。
そ
の
後
教
え
る
立
場
に
変
っ
た
が
、
こ
の
一
篇
は
多

く
の
高
校
教
科
書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
指
導
資
料
等
に
も
こ
の
作
品
の
テ

ー
マ
は
私
が
教
え
ら
れ
た
事
と
同
じ
事
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
 
「
鼠
の
文
つ
か

ひ
」
の
老
婆
は
多
く
の
読
者
か
ら
誤
解
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん

な
思
い
に
か
ら
れ
て
本
稿
を
記
す
事
に
し
た
。

 
 
 
 
 
e

 
こ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
今
迄
の
所
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
多
分
以
下
の
如
き
暉
峻
康
隆
氏
の
評
価
が
大
き
く
影
響
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

 
「
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
中
産
階
級
の
老
人
気
質
の
描
写

 
 
に
あ
る
。
丹
羽
文
雄
の
い
は
ゆ
る
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
で
あ
る
。
，
（
中

 
 
略
）
あ
た
り
に
人
な
き
老
婆
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
躍
動
し
て
み
る
。
 
（
中

 
 
略
）
老
醜
だ
け
を
主
題
と
，
し
て
描
い
て
み
る
例
は
め
っ
た
に
あ
る
も
の
で

 
 
な
い
。
 
『
西
鶴
評
論
と
研
究
下
』
 
（
昭
和
2
8
年
 
中
央
公
論
社
）

 
当
時
の
流
行
語
に
ひ
っ
か
け
た
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
と
い
っ
た
的
確
な
印

象
深
い
評
語
は
そ
の
後
も
ひ
き
つ
が
れ
、
 
「
い
や
が
ら
せ
の
年
齢
の
元
禄
版
」

 
（
谷
脇
逸
史
『
元
禄
文
化
西
鶴
の
世
界
」
昭
和
5
7
年
教
育
社
）
等
と
あ
る
。

森
山
重
雄
氏
の
「
鼠
の
文
つ
か
ぴ
」
に
関
す
る
論
考
は
多
角
的
な
面
か
ら
数
度

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
老
婆
に
対
し
て
は
手
き
び
し
く
、
 
「
こ
の
老
婆
の
生

き
方
、
そ
の
人
間
行
為
の
パ
タ
ー
ン
や
癖
が
、
有
気
的
に
表
出
し
て
い
る
の
で

．
あ
る
」
 
（
『
西
鶴
の
世
界
」
昭
和
4
4
年
講
談
社
）
と
述
べ
て
い
る
。
も
う
ひ

と
つ
読
者
の
読
み
に
影
響
力
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
 
『
日
本
古
典
文
学

全
集
 
井
原
西
鶴
集
㈹
」
 
（
昭
和
σ
年
 
小
学
館
）
の
神
保
五
彌
氏
の
頭
注
に

お
け
る
解
説
で
は

 
 
 
（
前
略
）
徹
底
し
た
金
銭
へ
の
執
着
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
隠
居
し
て
、

 
 
の
こ
さ
れ
た
人
生
を
金
銭
だ
け
を
た
よ
り
に
生
き
る
老
婆
の
醜
さ
を
、
客

 
 
観
的
に
余
裕
を
も
っ
て
描
い
た
作
品
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
ご
と
く
老
婆
の
行
動
に
対
す
る
評
価
は
「
エ
ゴ
イ
ズ

ム
」
 
「
偏
心
的
」
 
「
老
醜
」
と
変
っ
て
い
な
い
。

 
本
当
に
こ
の
老
婆
は
利
己
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
こ
り
固
つ
た
「
老
醜
」
を
さ
ら

（97）

「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
考



け
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
ど
う
も
そ
う
は
思
え
な
い
。
老
婆
の
'

と
っ
た
行
動
は
至
極
人
間
と
し
て
当
り
前
の
行
動
で
あ
り
、
十
分
に
同
情
さ
れ
．

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
筆
者
西
鶴
自
身
も
老
婆
の
行
動
を
「
老
醜
」
と
は

考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
む
し
ろ
醜
さ
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る

の
は
、
老
婆
よ
り
も
ま
わ
り
の
人
間
達
や
世
間
、
殊
に
息
子
達
夫
婦
「
若
者
」

な
の
で
は
な
い
か
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
高
校
の
教
科
書
に
と
ら
れ
て

若
者
の
し
な
や
か
な
感
受
性
の
申
に
「
老
醜
」
 
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
強
調
さ
れ

た
老
人
観
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
読
み
方
は
、
老
人
に
と
っ
て
も
、

教
育
的
？
に
も
、
ゆ
ゆ
し
き
誤
解
の
読
み
方
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が

す
る
。

 
西
鶴
が
こ
の
作
品
を
刊
行
し
た
の
は
最
晩
年
死
の
前
年
五
十
一
歳
で
あ
る
。

年
寄
り
が
年
寄
り
の
「
老
醜
だ
け
を
主
題
」
と
す
る
作
品
を
書
く
で
あ
ろ
う

か
。
も
っ
と
も
年
を
と
っ
た
か
ら
こ
そ
年
寄
り
を
描
く
事
が
出
来
る
と
も
言
え

よ
う
が
、
こ
こ
で
は
老
婆
の
側
に
た
っ
て
客
観
的
と
い
う
よ
り
同
情
的
に
読
み
・

な
お
し
て
み
た
い
と
思
う
。

 
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
誰
も
が
、
ζ
の
老
婆
は
け
ち
ん
ぼ
だ
と
言
う
、
確
か
に

こ
の
老
婆
は
並
は
ず
れ
て
け
ち
で
あ
り
、
倹
約
と
か
質
素
な
ど
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
森
山
氏
が
「
神
気
的
」
と
言
い
、
多
く
の
評
者
が
老
人
の
醜
さ
と
述

べ
る
の
も
こ
の
老
婆
の
性
格
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
作
者
西
鶴
も
こ
の
老

婆
を
紹
介
す
る
の
に
ま
ず
「
其
し
は
き
事
か
ぎ
り
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
志
不
可
起
」
 
（
延
宝
頃
成
）
に
は
、
 
「
し
わ
き
」
に
対
し
て

 
 
吝
商
ト
云
フ
ハ
唯
義
ヲ
モ
理
ヲ
モ
脇
ニ
ナ
シ
無
差
ト
物
ヲ
ヲ
シ
ム
也
是

 
 
ヲ
し
は
き
ト
云
フ
 
し
は
ト
ハ
縮
ナ
リ
ニ
か
く
シ
ク
引
キ
カ
タ
マ
リ
テ

 
 
ヲ
シ
ム
故
也
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
ハ
六
・
下
）

と
説
明
が
あ
り
、
西
鶴
の
評
価
「
し
わ
き
」
に
こ
の
「
志
不
可
起
」
の
語
釈
を

あ
て
は
め
る
な
ち
ば
、
以
下
の
老
婆
の
行
為
は
「
義
ヲ
モ
理
ヲ
モ
脇
ニ
ナ
シ
」

た
行
為
で
あ
り
同
情
な
ど
寄
せ
る
余
地
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
西
鶴
は
こ
の
老
婆
の
行
為
を
「
老
醜
」
な
ど
と
は
受
け
と
っ
て
い
な
い
よ
う

な
気
が
す
る
し
、
ま
し
て
「
偏
気
的
」
な
ど
と
病
的
な
性
格
と
し
て
受
け
と
め

て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
「
志
不
可
起
」
の
説
明
を
逆
手
に
と
れ
ば
、
老

婆
の
行
為
は
「
義
ヲ
モ
理
ヲ
モ
」
含
ん
だ
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思

え
る
。

 
老
婆
が
多
く
の
人
に
非
難
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
の
は
こ
の
話
に
お
け
る
二

つ
の
行
動
、
即
ち
嫁
入
り
に
持
っ
て
き
た
下
駄
を
歯
の
ち
び
る
ま
で
五
十
三
年

も
は
き
つ
づ
け
挙
句
の
果
て
は
片
方
を
犬
に
と
ら
れ
た
と
な
げ
く
執
念
、
去
年

の
元
日
に
堺
の
妹
か
ら
も
ら
っ
た
年
玉
銀
を
そ
の
夜
の
う
ち
に
盗
ま
れ
た
と
し

て
家
の
者
へ
疑
い
を
持
ち
、
さ
ら
に
年
玉
銀
が
見
つ
か
っ
た
後
で
も
満
足
せ

ず
、
母
屋
の
鼠
の
責
任
で
あ
る
と
利
息
を
と
る
と
い
う
徹
底
し
た
性
格
の
二
点

で
あ
る
。
 
 
 
 
 
ノ

 
簡
単
に
言
え
ば
「
下
駄
」
と
「
年
玉
銀
」
に
対
す
る
執
着
心
が
老
婆
の
行
動

を
か
き
．
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
老
婆
は
片
方
に
な
っ
た
下
駄
を
風
呂
に
く
べ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
懐
す

る
。 

 
ま
こ
と
に
此
木
履
は
わ
れ
十
八
の
時
此
家
に
混
入
せ
し
時
雑
長
持
に
入
て

 
 
来
て
そ
れ
か
ら
雨
に
も
雪
に
も
は
き
て
羽
の
ち
ひ
た
る
は
か
り
五
十
三
年

 
 
に
な
り
ぬ
我
一
代
は
⊥
足
に
て
増
を
明
ん
と
お
も
ひ
し
に
惜
や
片
足
は
野

 
 
ら
犬
め
に
喰
へ
ら
れ
は
し
た
に
な
り
て
是
非
も
な
く
け
ふ
煙
に
な
す
事
よ
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読
者
は
こ
の
老
婆
の
な
げ
き
を
聞
く
と
、
ま
ず
五
十
三
年
も
の
長
い
間
一
足

の
下
駄
で
す
ま
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
し
は
さ
」
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、

森
山
氏
の
「
こ
の
執
念
に
は
お
そ
ろ
し
い
も
の
が
あ
り
、
塗
り
下
駄
の
完
全
な

物
神
化
が
生
じ
て
い
る
」
 
（
前
掲
書
）
と
い
っ
た
評
価
に
疑
問
を
持
た
な
い
。

 
し
か
し
、
雨
の
日
も
雪
の
日
も
は
い
た
下
駄
が
五
十
三
年
間
も
使
う
事
が
出

来
る
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
る
事
で
は
な
く
、
こ
ご
は
町
人
物
を
読
む
者
に
と
っ

て
は
常
識
ど
も
言
う
べ
き
、
西
鶴
の
お
お
げ
さ
な
表
現
で
あ
る
と
受
け
流
し
、

老
婆
の
性
格
を
旧
び
き
出
す
よ
う
な
部
分
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 
「
世
界
の

借
屋
大
将
」
 
（
「
日
本
永
代
蔵
」
巻
二
の
］
）
の
思
遣
の
「
革
足
袋
に
雪
踏
を

は
き
て
終
に
大
道
を
は
し
り
あ
り
き
し
事
な
し
」
と
い
っ
た
描
写
と
変
わ
る
も

の
で
は
な
い
。

層
こ
こ
で
読
者
が
読
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
老
婆
の
年
齢
が
今
年

で
七
十
一
歳
の
高
齢
に
な
っ
て
い
る
事
で
あ
り
、
次
の
年
玉
銀
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
関
連
し
て
い
る
状
況
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
 
「
木
履
」
は
嫁
入

り
の
時
長
持
に
入
れ
て
持
参
し
た
、
嫁
入
り
道
具
で
あ
る
っ

 
近
世
の
離
婚
法
で
は
妻
の
嫁
入
道
具
は
妻
の
財
産
で
あ
り
、
離
婚
の
時
に
は

妻
の
実
家
に
返
す
義
務
の
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
て
お
り
ふ
 
「
西
鶴
織
留
」
巻
二

の
二
な
ど
に
も
こ
の
事
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
嫁
入
り
道
具
は
現
在
考
え
ら
れ

る
以
上
に
当
時
の
妻
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
こ
の
老
婆

・
の
た
か
だ
か
下
駄
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。

 
た
か
が
下
駄
で
は
な
い
か
な
ど
と
我
々
は
笑
う
事
は
出
来
な
い
。
下
駄
に
は

嫁
入
り
以
来
五
十
三
年
雨
の
日
も
雪
の
日
も
妻
と
し
て
嫁
と
し
て
そ
し
て
母
と

し
て
送
っ
た
生
活
の
全
て
の
思
い
出
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
考

老
婆
の
出
発
点
で
あ
り
原
点
で
も
あ
る
実
家
へ
の
想
い
が
下
駄
を
媒
介
と
し
て

結
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
下
駄
に
は
「
和
漢
文
操
」
 
（
享
保
八
年
成
）
が
「
た
と
ひ
非
情
の
木
履
な
が

ら
も
観
音
勢
至
の
箔
を
う
ら
や
ま
ず
本
の
白
木
ぞ
た
ふ
と
か
り
け
る
」
と
述
べ

る
よ
う
な
一
種
の
活
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
背
後
に
意
識
さ
れ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
飛
躍
せ
ず
と
も
、
こ
の
下
駄
が
老
婆
に
と
っ
て
か

け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
う
た
事
は
間
違
い
な
い
。

 
 
 
 
 
日

 
下
駄
の
片
方
を
泣
く
泣
く
釜
の
中
に
入
れ
た
老
婆
は
な
お
も
「
何
や
ら
物
思

ひ
の
風
情
」
で
涙
を
流
す
つ
不
審
に
思
っ
た
医
者
が
目
出
た
い
年
の
暮
に
ど
う

し
た
の
か
元
日
に
で
も
誰
か
死
ん
だ
の
か
と
尋
ね
る
と
、
老
婆
は
な
げ
き
の
訳

を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 
 
い
か
に
愚
智
な
れ
ば
と
て
入
の
生
死
を
是
程
に
な
げ
く
事
で
は
御
座
ら
ぬ

 
 
わ
た
く
し
の
惜
む
は
去
年
の
元
日
に
堺
の
妹
が
礼
に
参
っ
て
年
玉
銀
一
包

 
 
く
れ
し
を
何
ほ
ど
か
う
れ
し
く
え
方
棚
へ
あ
げ
若
し
に
其
夜
盗
ま
れ
ま
し
．

 
 
た
そ
も
や
勝
手
し
ら
ぬ
者
の
甫
嶺
で
は
御
座
ら
ぬ

 
神
保
氏
は
「
人
の
生
死
を
是
程
に
な
げ
く
事
で
は
御
座
ら
ぬ
」
に
注
釈
し

「
こ
の
部
分
の
老
婆
の
言
葉
は
、
こ
の
老
婆
の
性
格
を
的
確
に
表
わ
し
て
い

る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
生
死
よ
り
金
銭
を
重
視
す
る
拝
金
主
義
的
性
格
を

老
婆
に
感
じ
て
の
事
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
様
な
解
釈
は
神
保
氏
の
み
で
は
な

く
今
迄
の
読
者
が
例
外
な
く
考
え
て
き
た
事
の
よ
う
で
あ
る
つ

 
し
か
し
、
七
十
一
歳
の
老
婆
に
と
っ
て
「
人
の
生
死
に
」
こ
の
よ
う
な
感
慨

を
持
つ
事
は
む
し
ろ
あ
り
が
ち
の
事
で
あ
り
、
西
鶴
の
お
お
げ
さ
な
表
現
で
あ

る
と
か
、
こ
の
様
な
誇
張
表
現
が
老
婆
の
行
動
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
に
し
て

（99）



'

い
る
な
ど
と
受
け
冷
め
る
事
は
．
出
来
な
い
。
年
取
っ
た
者
が
生
死
に
対
す
る
諦

念
を
持
つ
の
は
、
西
鶴
自
身
の
辞
世
句
を
取
り
あ
げ
る
迄
も
な
い
常
套
的
な
無

常
観
で
あ
る
。

 
老
婆
が
ど
う
し
て
も
年
玉
銀
の
事
が
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
妹
が
持
っ
て
き
て

く
れ
た
年
玉
銀
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
年
玉
に
銀
を
贈
る
事
が
一
般
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の
読
み
は
い
さ
さ
か
訂

正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
現
行
の
辞
書
頚
、
例
え
ば
「
日
本
国
語
大

辞
典
』
 
（
小
学
館
）
の
年
玉
の
説
明
に
は
「
新
年
を
祝
っ
て
す
る
贈
り
物
、
江

戸
時
代
の
町
家
で
は
貝
杓
子
、
鼠
半
紙
、
塗
箸
、
粗
製
の
扇
な
ど
粗
末
な
物
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
）

用
い
た
」
と
あ
っ
て
、
年
玉
に
金
銭
を
贈
答
す
る
よ
う
な
事
は
記
さ
れ
ず
、
年

玉
銀
の
初
出
は
「
世
聞
胸
算
用
」
の
こ
の
箇
所
で
あ
る
。
年
玉
に
銀
を
贈
答
す

る
の
は
一
般
的
な
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
な
ら
な

い
。
扇
の
贈
答
、
ま
た
延
齢
丹
な
ど
の
薬
な
ら
ば
普
通
で
あ
ろ
う
に
、
金
銭
を

そ
れ
も
銀
一
包
み
と
あ
れ
ば
か
な
り
の
額
で
あ
ろ
う
。
 
「
思
し
て
と
し
玉
は
何

国
に
て
も
か
る
ひ
事
に
極
り
」
（
「
世
間
胸
算
用
」
評
言
の
四
）
と
い
っ
た
通
念

は
こ
こ
で
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
だ
。
前
田
金
五
郎
氏
が
「
直
黒
胸
算
用
」

（
角
川
文
庫
 
昭
和
好
鴨
）
の
解
説
に
お
い
て
「
銀
一
包
は
銀
五
百
目
」
 
「
日

常
一
般
の
銀
包
は
銀
目
止
包
装
者
た
る
両
替
屋
の
名
前
を
表
記
し
、
，
そ
の
信
用

に
授
受
さ
れ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ざ
っ
と
見
積
て
も
か
な
り
の

高
額
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

 
七
十
歳
に
も
な
っ
て
の
銀
一
包
、
母
屋
と
は
経
済
も
別
立
て
に
な
り
隠
居
銀

で
暮
ら
し
て
い
る
身
で
あ
り
、
老
婆
は
「
何
ほ
ど
か
う
れ
し
く
」
有
頂
天
に
な

り
、
普
段
な
ら
ば
隠
居
部
屋
に
か
く
し
て
も
置
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

祝
儀
で
も
あ
り
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
で
あ
ろ
う
か
、
恵
方
棚
へ
あ
げ
た
の
で
あ

る
。
銀
の
な
く
な
っ
た
事
を
知
っ
た
老
婆
の
な
げ
き
を
非
難
出
来
る
者
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
 
「
勝
手
し
ら
ぬ
者
の
取
る
事
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
疑

い
を
、
息
子
夫
婦
に
あ
び
せ
る
老
婆
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
の
み
片
付
け
る
事
は
出

来
な
い
。

・
読
み
手
と
し
て
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
年
玉
が
銀
で
あ
る
と
い
う
事
ば

か
り
で
は
な
い
、
こ
の
銀
が
堺
の
妹
が
礼
に
も
っ
て
来
た
銀
で
あ
る
事
に
も
注

意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
年
玉
が
銀
で
あ
る
事
も
他
に
用
例
を
言
い
出
せ
な
い
今

は
異
例
の
事
に
思
え
る
が
、
年
玉
を
持
っ
て
来
る
の
が
自
分
よ
り
年
下
の
妹
で

あ
る
事
も
、
 
「
年
中
行
事
辞
典
」
等
の
説
明
の
ご
と
く
に
年
玉
は
年
上
か
ら
年

下
へ
の
贈
答
で
あ
り
、
、
妹
と
い
え
こ
の
老
婆
と
左
程
年
令
も
変
わ
り
な
い
隠
居

し
た
身
で
あ
ろ
う
か
ら
妹
に
経
済
力
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
面
す
こ
し
は

か
躯
か
ね
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
巻
三
の
四
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
堺
と
い
う

土
地
が
ら
も
伏
線
と
し
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
と
も
か
く
も
こ
の
年
玉
は
老
婆
の
肉
親
、
若
き
日
の
追
憶
と
重
な
り
あ
う

妹
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
人
行
儀
に
な
っ
て
い
る
母
屋
の
息
子
夫

婦
達
に
相
対
し
得
る
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
忘
れ
が
た
き
実
家
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
下
駄
と
年
玉
銀
を
失
な
う
事
に
よ

っ
て
老
婆
の
現
在
置
か
れ
て
い
る
隠
居
の
状
況
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
世
代
の
異
っ
た
家
族
が
共
に
生
活
す
る
事
で
か
か
え
ざ
る
を
得
な
い

息
子
夫
婦
と
母
親
、
母
屋
と
隠
居
そ
し
て
若
者
と
老
人
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
こ

の
作
品
に
深
く
影
を
落
と
し
て
い
る
事
を
読
者
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
老
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
テ
ー
マ
な
の
で
は
な
く
、
老
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
つ

き
つ
け
る
問
題
が
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

（ 10Q ）
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、

 
老
婆
と
相
対
す
る
の
は
息
子
で
あ
り
、
医
者
で
あ
り
、
山
伏
で
あ
り
、
そ
し

て
取
り
ま
く
世
間
で
あ
る
。
彼
等
の
行
動
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
肯
定

的
に
受
け
と
め
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
老
婆
の
息
子
を
西
鶴
は
「
利
発
が
ほ
す
る

男
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
こ
の
男
に
対
す
る
否
定
的

見
解
を
示
し
て
い
る
。
 
「
利
発
が
ほ
す
る
」
の
は
こ
の
男
ば
か
り
で
は
な
い
。

、
年
代
記
を
引
用
し
て
長
々
と
説
明
す
る
医
者
は
知
識
人
の
代
表
な
ど
と
評
価
す

る
よ
ケ
な
肯
定
的
存
在
で
は
な
く
、
説
得
力
を
持
た
な
い
「
口
が
し
こ
く
」
空

論
を
ふ
り
か
ざ
す
「
利
発
が
ほ
す
る
」
男
達
の
一
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
仕
懸
山

伏
の
詐
欺
謬
で
示
さ
れ
て
い
る
の
も
「
利
発
が
ほ
す
る
」
男
達
の
典
型
と
し
て

の
山
伏
で
あ
る
。

 
西
鶴
は
こ
の
老
婆
を
登
場
さ
せ
る
の
に
ま
ず
「
こ
の
争
う
ま
れ
た
る
母
な
れ

ば
そ
の
し
は
き
事
か
ぎ
り
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
一
般
的
に
「
し
は

き
」
は
物
惜
し
み
の
意
味
あ
い
が
つ
よ
く
、
 
「
始
末
」
の
合
理
性
あ
る
行
動
と

は
別
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
解
釈
は
全
て
に
あ
て
は
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
 
「
日
本
永
代
蔵
」
中
の
も
っ
と
も
西
鶴
か
ら
好
感
を
持
た
れ
て
い

る
成
巧
者
で
あ
る
「
世
界
の
借
屋
大
将
」
の
「
豊
年
」
は
「
こ
の
男
生
れ
付
き

て
し
は
き
に
あ
ら
ず
万
事
の
取
ま
は
し
人
の
鑑
に
も
な
り
ぬ
べ
き
ね
が
ひ
」
と
'

あ
っ
て
、
人
の
手
本
に
な
る
よ
う
な
行
動
が
「
し
は
き
」
人
物
を
形
成
し
て
い

っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又
藤
市
は
「
利
発
に
し
て
一
代
の
う
ち
に
か
く
手

ま
へ
富
貴
に
な
り
ぬ
」
と
「
利
発
」
で
あ
る
事
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
藤
本
の

し
は
き
行
動
は
こ
の
老
婆
の
行
動
と
相
似
た
も
の
 
（
前
述
、
下
駄
の
話
に
引

用
）
を
見
る
事
が
出
来
、
餅
を
熱
い
う
ち
に
受
け
と
ら
ず
冷
え
て
目
方
の
減
っ

た
所
を
受
け
取
ろ
う
と
す
る
藤
市
の
前
に
し
や
し
ゃ
り
出
る
若
い
者
は
「
才
覚

「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
三
つ
か
ひ
」
考

ら
し
き
」
者
で
あ
り
、
「
利
発
が
ほ
す
る
男
」
と
も
相
通
じ
る
。

 
年
玉
銀
が
い
か
に
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
さ
ら
に
強
調
す
る
事
に
も
な

る
の
で
あ
る
が
、
山
伏
に
祈
祷
を
頼
ん
だ
興
銀
に
老
婆
は
十
二
文
奉
納
す
る
の

が
通
常
の
し
き
た
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
十
倍
も
の
百
二
十
文
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
の
行
動
は
老
婆
が
け
ち
一
辺
倒
の
人
物
で
は
な
い
事
を
示
す
と

と
も
に
こ
の
老
婆
が
神
仏
の
事
に
は
「
末
世
な
ら
ず
あ
り
が
た
き
事
」
と
感
ず

る
心
を
持
っ
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
心
が
裏
切
ら
れ
る
か

ら
こ
そ
世
問
の
利
発
さ
に
対
し
て
「
世
の
外
聞
も
か
ま
は
ず
大
声
あ
げ
て
泣
」

く
の
で
あ
る
。

 
「
利
発
が
ほ
す
る
」
世
間
の
人
々
は
、
 
「
皆
々
賢
過
て
結
句
近
き
事
は
ま
り

ぬ
」
と
い
う
結
果
を
招
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
 
「
鼠
つ
か
ひ
の
藤
兵

衛
」
を
呼
び
老
婆
を
納
得
さ
せ
た
か
に
見
え
る
母
屋
の
者
達
は
見
事
に
し
っ
ぺ

返
し
を
く
ら
い
、
 
「
ま
ん
丸
一
年
忌
銀
を
あ
そ
ば
し
て
置
た
る
利
銀
を
急
度
お
・

も
や
か
ら
す
ま
し
給
へ
」
と
月
一
割
五
分
の
利
息
を
と
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
「
目
前
に
見
ぬ
事
は
ま
こ
と
に
な
ら
ぬ
」
と
い
う
老
婆
の
た
ど
り

つ
い
た
人
生
観
の
勝
利
で
あ
り
、
西
鶴
の
合
理
精
神
の
表
出
で
あ
る
。
 
「
本
の

正
月
を
す
る
と
て
ひ
と
り
寝
」
す
る
老
婆
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
人
生
の
孤
独
を
感

じ
る
な
ど
と
感
慨
深
げ
に
評
す
る
事
は
当
っ
て
い
な
い
。
西
鶴
の
老
婆
の
生
き

様
に
共
感
す
る
や
さ
し
さ
が
こ
こ
に
注
が
れ
て
い
る
事
を
見
逃
す
訳
に
は
い
か

な
い
よ
う
に
思
え
る
。

 
「
古
文
古
典
乙
皿
」
 
（
明
治
書
院
 
昭
和
4
9
年
）
の
指
導
資
料
に
お
い
て
こ

の
作
品
は
、
 
「
本
来
な
ら
ば
は
き
気
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
こ
の
老
婆
に
対
し
て

読
者
は
少
し
の
嫌
悪
の
情
を
も
い
だ
か
な
い
」
と
し
西
鶴
の
冷
静
な
傍
観
者
的

立
場
が
嫌
悪
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
だ
と
説
朋
さ
れ
て
い
る
。
西
鶴
を
読
む
一
つ

（ 101 ）



、

塾

の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
西
鶴
の
傍
観
者
的
立
場
が
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
鑑
賞
が
さ
れ
て
い
る
。
老
婆
の
行
動
が
「
は
き
気

を
催
さ
せ
る
」
な
ど
と
は
、
老
人
の
醜
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

あ
ま
り
に
ひ
ど
い
教
育
的
読
者
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
岸
得
分
氏
は
こ
の
作
品
の
展
開
を
「
金
銭
欲
は
単
に
執
拗
な
守
銭
奴
の
そ
れ

で
は
な
く
気
合
い
の
入
っ
た
ゲ
ー
ム
の
様
相
」
 
（
『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
」

昭
和
4
2
年
7
月
号
 
至
文
堂
）
と
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
作
品

に
は
老
婆
の
執
着
心
を
軸
に
し
た
周
囲
の
者
達
と
の
駆
け
引
き
が
あ
り
ゲ
ー
ム

の
如
き
様
相
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
わ
た
く
し
の
惜
し
む
は
」
 
「
鼠
つ
か
ひ
の
藤

兵
衛
を
や
と
ひ
に
っ
か
は
し
只
今
あ
の
鼠
が
」
な
ど
と
飛
躍
や
省
略
の
多
い
文

章
や
「
え
方
棚
へ
あ
け
置
し
に
其
夜
盗
ま
れ
ま
し
た
」
と
い
っ
た
口
語
・
文
語

の
混
用
が
生
み
出
す
調
子
の
い
い
リ
ズ
ム
感
の
あ
る
文
体
か
ら
の
も
の
で
あ

・
り
、
他
の
「
世
問
胸
算
用
」
に
見
ら
れ
る
冗
慢
と
も
思
え
る
風
俗
描
写
を
簡
略

に
し
、
ス
ト
リ
ー
ト
の
展
開
に
重
き
を
置
い
た
作
品
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
、
ゲ
ー
ム
の
勝
利
者
と
な
っ
た
老
婆
の
行
動
の
中
に
こ
そ
、
勝
利
へ
と

導
く
十
分
な
要
素
く
下
駄
と
年
玉
銀
の
解
釈
V
の
あ
っ
た
事
を
述
べ
て
き
た
つ

も
り
で
あ
る
。
次
に
成
立
論
に
つ
い
て
若
干
触
れ
な
が
ら
老
婆
の
行
動
に
補
足

説
明
を
加
え
て
お
く
。

 
 
 
 
 
㈲

 
い
さ
さ
か
大
胆
な
事
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
結
論
を
先
に
述
べ
て
お
く
と
、

こ
の
巻
一
の
四
は
、
 
「
世
間
胸
算
用
」
刊
行
の
際
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
 
「
世
間
胸
算
用
」
刊
行
の
為
に
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
黒
黒
の
う
ち
、

 
「
本
朝
二
十
不
孝
」
成
立
の
頃
貞
享
二
、
三
年
頃
に
書
か
れ
た
旧
稿
群
の
う
ち

の
ひ
と
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
「
世
間
胸
算
用
」
の
成
立
論
に
現
在
ふ
た
つ
の
代
表
的
論
考
が
あ
る
。
ひ
と

つ
は
宗
政
五
十
緒
氏
の
論
考
（
「
西
鶴
後
期
諸
作
品
成
立
に
つ
い
て
の
試
考
」

『
国
文
学
論
叢
十
一
輯
」
昭
和
3
9
年
）
で
あ
る
。
宗
政
氏
は
巻
一
～
三
と
巻
四

・
五
の
目
録
の
副
題
の
記
述
の
「
大
晦
日
…
…
」
の
有
無
と
巻
四
・
五
に
歳
末

風
俗
を
描
き
な
が
ら
、
巻
一
～
三
の
素
材
に
歳
末
風
俗
描
写
が
な
い
と
し
て
二

分
成
立
説
を
提
示
し
、
さ
ら
に
巻
一
～
三
も
し
く
は
巻
四
・
五
の
い
ず
れ
か
が

「
見
聞
談
叢
」
で
記
さ
れ
て
い
る
「
西
の
海
」
で
あ
ろ
う
と
推
論
さ
れ
る
。

 
も
う
ひ
と
つ
は
、
巻
二
・
巻
三
の
書
誌
的
側
面
よ
り
乱
れ
の
あ
る
こ
と
に
着

目
し
た
信
多
幸
一
台
の
論
考
（
「
万
の
文
反
古
切
継
考
」
「
西
鶴
論
叢
」
昭
和
5
0

年
、
中
央
公
論
社
）
で
あ
る
。
氏
の
論
考
は
茂
木
恵
里
子
氏
（
「
世
間
胸
算
用

の
原
型
」
 
『
国
文
目
白
第
十
九
号
」
 
昭
和
5
5
年
）
に
よ
っ
て
補
考
さ
れ
て
い

る
が
、
巻
二
・
巻
三
を
解
体
し
て
原
四
巻
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。

 
宗
政
氏
の
所
説
も
、
風
俗
描
写
が
な
い
と
さ
れ
る
巻
柏
の
四
に
堺
の
歳
末
風

俗
が
か
な
り
め
分
量
描
写
さ
れ
て
い
る
点
や
、
 
「
西
の
海
」
と
結
び
つ
け
る
の

に
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
大
晦
日
・
し
：
：
」
の
副
題
の
有
無
の
形
態

的
差
異
は
如
実
で
あ
り
、
二
分
説
は
説
得
力
を
持
ち
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
当
面
巻
一
の
四
の
成
立
が
問
題
で
も
あ
り
、
巻
一
～
巻
三
の
成
立
に

つ
い
て
二
分
説
に
立
ち
な
が
ら
話
を
進
め
る
事
に
す
る
。

 
信
多
氏
は
三
二
を
解
体
さ
れ
て
原
巻
二
、
三
、
四
巻
の
そ
れ
ぞ
れ
に
付
属
さ

せ
て
お
ら
れ
る
が
、
私
は
巻
二
は
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
稿
群
と
し
て
存
在
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
巻
二
に
は
回
章
に
「
堪

 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

忍
」
の
語
の
あ
る
点
で
あ
る
。
 
「
日
本
永
代
蔵
」
の
巻
末
の
広
告
に
仮
名
草
子

「
堪
忍
記
」
を
も
じ
っ
た
「
甚
忍
記
八
冊
」
の
予
告
が
あ
り
、
北
条
団
水
が

「
西
鶴
織
留
」
編
纂
の
際
に
影
響
を
受
け
た
事
は
野
間
光
辰
氏
・
谷
脇
理
史
氏
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等
の
賛
否
両
論
の
あ
る
所
で
既
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
 
「
世
間
胸
算
用
」

に
も
そ
の
影
響
の
あ
っ
た
事
を
考
え
る
の
は
左
程
不
自
然
な
事
で
は
あ
る
ま

い
。
さ
ら
に
巻
二
は
版
心
の
み
が
全
て
「
ノ
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
他
の

巻
と
同
じ
く
「
大
晦
日
」
の
語
が
各
章
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
（
こ
れ
は

お
そ
ら
く
西
鶴
が
「
世
問
胸
算
用
」
刊
行
の
際
に
統
一
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
、

他
の
巻
で
は
見
ら
れ
る
「
大
節
季
」
 
「
十
二
月
晦
日
」
 
「
大
ぐ
れ
」
と
い
っ
た

歳
末
を
示
す
言
葉
が
ひ
と
つ
も
使
わ
れ
ず
、
大
晦
日
で
あ
る
状
況
設
定
は
生
か

さ
れ
て
い
ず
、
「
甚
忍
記
」
の
智
の
巻
を
想
起
さ
れ
る
よ
う
な
智
恵
咄
で
教
訓

臭
の
強
い
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
江
本
裕
氏
が
旧
稿
の
存
在
を
提
起

し
「
ど
こ
か
ら
み
て
も
こ
の
四
篇
は
『
胸
算
用
」
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
旧
稿
の
利
用
、
し
か
も
殆
ど
手
を
入
れ
ず
わ
ず
か
に
形
を

整
え
た
だ
け
の
利
用
と
も
考
え
ら
れ
る
」
 
（
「
黄
昏
の
小
説
空
間
・
世
間
胸
算

用
」
 
『
国
文
学
』
昭
和
5
4
年
6
月
号
 
学
燈
社
）
四
篇
（
巻
二
の
」
、
巻
二
の

三
、
巻
三
の
一
、
．
巻
五
の
一
）
の
二
篇
が
巻
二
の
も
の
で
あ
る
事
も
付
記
レ
て

お
く
。

 
信
聖
遷
は
三
三
も
解
体
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
巻
三
の
四
の
み
が
、
切
り
離

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
巻
一
～
巻
三
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
で
三
二
の
よ
う
に
は
解
体
に
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
巻
三
の
一
～
三
ま
で
は

「
世
の
人
心
」
刊
行
を
意
識
し
た
稿
群
で
あ
る
と
思
う
。
 
「
世
の
人
心
」
は

「
西
鶴
織
留
」
巻
三
以
降
に
影
響
の
あ
る
所
は
そ
の
序
に
お
い
て
潜
水
が
述

べ
、
こ
れ
も
多
く
の
論
の
あ
る
所
で
あ
る
が
」
 
「
世
の
人
心
」
刊
行
の
意
図
を

う
か
が
わ
せ
る
ご
と
く
巻
藁
の
一
・
二
に
は
「
人
心
」
 
「
人
の
心
」
の
表
現
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
二
章
は
先
の
巻
二
の
全
四
章
と
同
じ
く
大
晦
日
で
あ
る
事
の

意
味
は
極
め
て
薄
く
、
し
か
も
巻
二
の
一
・
二
と
同
様
に
目
録
で
副
題
を
示
す

「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
考

際
に
○
印
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
内
容
は
巻
二
と
は
対
象
的
に
智
恵
咄

的
教
訓
性
は
な
く
、
京
の
人
心
の
大
気
、
江
戸
の
観
客
の
豪
勢
ぶ
り
を
芝
居
を

軸
に
展
開
し
た
年
三
の
一
、
掛
乞
心
得
を
重
点
に
置
き
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
持
た

ぬ
二
三
の
二
と
つ
づ
く
。
四
三
の
三
は
「
人
心
」
の
用
字
は
な
い
が
、
 
「
世
間

胸
算
用
」
申
、
も
っ
と
も
「
人
心
」
を
主
題
と
し
て
い
る
「
小
判
は
寝
姿
の

夢
」
の
一
章
で
あ
る
。

 
巻
三
の
四
に
つ
い
て
は
「
人
心
」
の
、
用
語
も
な
く
、
衷
た
堺
の
風
俗
紹
介
に

力
点
が
あ
り
、
「
世
の
人
心
」
刊
行
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
は
言
い
難
い
、
信

多
氏
は
こ
の
章
を
巻
一
の
四
の
次
に
あ
る
べ
き
章
と
し
て
い
る
が
、
堺
の
事
で

あ
り
老
婆
の
妹
の
所
在
と
関
連
し
た
連
想
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
本
懐
は
「
世
間
胸
算
用
」
成
立
に
関
す
る
論
考
で
も
な
ぐ
、
宗
政
氏
の
巻
一

～
巻
三
が
ま
と
ま
っ
た
形
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
に
の
っ
か
り
、
か
な
り

後
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
側
面
、
例
え
ば
「
堪
忍
」
の
語
の
巻
三
の
四
、
巻
五

の
三
に
も
あ
．
る
事
、
ま
た
「
人
心
」
の
語
の
巻
四
の
二
、
巻
四
の
四
、
四
五
の

三
・
四
等
に
も
見
え
る
事
な
ど
多
く
の
問
題
点
の
あ
る
事
を
付
記
し
て
お
く
。

 
そ
れ
で
も
あ
え
て
嵩
上
に
の
せ
た
の
は
、
巻
二
が
「
甚
忍
記
」
、
巻
三
が

．
「
世
の
人
心
」
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
事
を
指
摘
し
、
巻
一
が
そ
れ
ら
と

は
異
っ
た
主
群
で
あ
ろ
う
事
を
述
べ
て
お
き
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

 
ま
ず
巻
一
は
「
人
心
」
 
「
堪
忍
」
の
語
が
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
事
は
他

の
巻
と
の
言
辞
上
の
も
っ
と
も
大
き
な
差
で
あ
る
。
ま
た
目
録
と
章
題
名
に
関

し
て
も
巻
一
の
二
、
巻
一
の
二
に
は
本
文
の
章
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
ず
、
巻

一
の
四
で
は
目
録
で
あ
る
「
芸
鼠
の
二
つ
か
ひ
」
の
「
芸
」
が
本
文
の
章
題
名

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
巻
筆
の
四
の
副
題
「
礼
扇
子
は
明
る
事
な
し
」

は
本
来
巻
一
の
三
の
副
題
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
胸
算
用
」
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む
ね
さ
ム
よ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
ね

の
用
字
に
関
し
て
も
、
巻
一
の
一
は
「
留
算
用
」
、
巻
一
の
二
は
「
胸
算
用
」

 
 
む
ね

（
「
胸
算
用
」
の
例
は
他
に
多
く
あ
り
、
こ
の
点
の
外
、
内
容
面
成
立
事
期
で

こ
の
章
は
巻
一
よ
り
除
か
れ
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
）
、
巻
一
の
三
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
な
ざ
ん
よ
う

は
用
い
ら
れ
ず
。
巻
一
の
四
は
「
胸
算
用
」
と
あ
る
。
こ
の
様
な
甚
し
い
乱

れ
は
他
の
巻
で
は
み
ら
れ
な
い
所
で
あ
る
。
ま
た
場
所
も
巻
一
の
三
の
み
大
坂

と
記
さ
れ
て
い
る
が
他
の
章
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

 
こ
の
様
に
形
態
上
、
言
辞
上
に
お
い
て
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
巻
一
は
他
の
巻
に
は
見
ら
れ
ぬ
ま
と
ま
り
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

何
よ
り
も
「
世
間
胸
算
用
」
で
西
鶴
が
も
っ
と
も
状
況
設
定
に
留
意
し
た
「
大

晦
日
」
の
状
況
が
他
の
巻
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
章
（
巻
筆

の
一
・
二
、
巻
三
の
一
・
二
）
を
多
く
含
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

巻
一
で
は
各
藩
に
わ
た
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
巻
一
の
四
は
「
世

間
胸
算
用
」
に
こ
の
一
篇
を
挿
入
す
べ
く
十
三
日
に
行
な
う
べ
き
煤
払
い
が
多

忙
に
ま
ぎ
れ
て
大
晦
日
に
な
っ
た
と
あ
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
申
で
、
大
晦
日

で
あ
る
と
い
う
時
間
設
定
は
十
分
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 
さ
ら
に
こ
の
巻
一
に
は
注
目
す
べ
き
特
長
が
み
る
。
そ
れ
は
巻
一
の
二
を
除

く
各
章
で
〈
親
子
関
係
〉
の
素
桝
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
当

面
、
・
問
題
に
し
た
巻
髪
迄
で
は
噛
雅
号
の
三
「
小
判
は
寝
姿
の
夢
」
に
乳
呑
み

子
ど
若
夫
婦
の
親
子
関
係
が
見
ら
れ
る
が
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
夫
婦
関
係
に
中
心

が
あ
る
。
 
（
巻
四
以
降
で
縁
親
子
関
係
を
素
材
に
す
る
の
は
巻
五
の
二
、
」
巻
五

の
三
の
み
で
あ
る
）

 
巻
一
の
」
の
書
き
出
し
は
「
世
間
胸
算
用
」
全
体
の
テ
ー
マ
を
も
取
り
あ
げ

る
か
の
如
く
「
世
の
定
め
と
し
て
大
晦
日
は
重
な
る
事
…
…
」
と
始
ま
る
が
、

大
晦
日
の
借
金
も
「
借
銭
の
山
高
う
し
て
の
ぼ
り
兼
ね
た
る
ほ
だ
し
」
と
、
子

の
柵
が
借
金
を
増
す
と
記
さ
れ
、
贅
沢
な
女
房
の
ふ
る
ま
い
と
「
死
ん
で
も
子

は
か
は
ゆ
さ
の
ま
ま
に
二
神
に
立
っ
て
こ
の
事
を
し
ら
す
そ
」
と
死
ん
だ
親
仁

，
の
説
教
が
あ
る
。

 
巻
一
の
三
は
「
と
か
く
か
く
老
い
た
る
人
の
さ
し
づ
を
も
る
る
事
な
か
れ
何

ほ
ど
利
発
才
覚
に
し
て
も
若
き
人
に
は
三
五
の
十
八
ぱ
ら
り
と
違
ふ
事
数
々
な

り
」
と
あ
る
様
に
巻
一
の
一
と
同
様
に
老
人
が
若
い
者
よ
り
す
ぐ
れ
た
知
恵
を

持
っ
て
い
る
事
を
伊
勢
海
老
購
入
の
話
と
か
ら
め
て
示
し
た
一
章
で
あ
る
。
巻

一．

ﾌ
四
に
つ
い
て
は
繰
り
返
す
迄
も
な
く
親
と
子
の
話
で
あ
る
。

 
次
に
巻
一
の
中
で
も
巻
一
の
｝
と
巻
一
の
四
は
、
不
孝
咄
と
し
て
成
立
す
る

要
素
を
か
か
え
て
い
る
事
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
巻
一
の
一
で
は
、
死
ん
だ

親
父
が
枕
神
に
立
っ
て
説
教
を
し
た
と
夢
か
ら
さ
め
て
「
さ
て
も
く
け
ふ
と

明
日
と
の
い
そ
が
し
き
中
に
死
ん
だ
親
仁
の
欲
の
夢
見
あ
の
三
ツ
を
具
足
お
寺

へ
あ
げ
よ
後
の
世
ま
で
も
欲
が
止
ま
ぬ
事
ぞ
と
親
を
そ
し
る
う
ち
に
諸
方
の
借

銭
乞
山
の
こ
．
と
し
」
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
前
半
の
女
房
の
諸
道
具
を
競
う
ぜ
い

た
く
も
親
不
孝
咄
で
あ
る
。

 
そ
し
て
巻
一
の
四
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
の
一
篇
が
問
題
と
な
る
。
前
述
し
た

ご
と
ぐ
こ
の
老
婆
の
性
格
に
「
は
き
け
を
催
す
」
事
な
く
「
老
醜
」
と
は
異
っ

た
側
面
を
尊
い
出
す
事
に
了
解
を
得
る
な
ら
ば
、
こ
の
話
も
ま
た
老
婆
の
年
玉

銀
を
ま
き
あ
げ
た
若
夫
婦
の
不
孝
咄
と
ま
で
考
え
る
の
は
極
論
な
が
ら
（
と
は

言
っ
て
も
奪
玉
書
紛
失
事
件
の
真
相
は
薮
の
申
で
あ
る
）
、
利
口
ぶ
っ
て
賢
し

こ
過
ぎ
、
年
寄
り
の
気
持
を
理
解
出
来
ぬ
親
不
孝
な
話
と
読
め
な
い
だ
ろ
う

か
。
、

 
吉
江
久
弥
氏
は
こ
の
一
章
が
北
条
団
水
の
「
色
道
大
鼓
」
に
影
響
を
与
え
て

い
る
と
し
て
そ
の
成
立
時
期
を
貞
享
三
、
四
年
頃
で
は
な
い
か
と
推
論
さ
れ
て
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〆

い
る
。
 
（
「
色
道
大
鼓
と
西
鶴
後
期
の
作
品
」
『
言
語
と
文
芸
』
昭
和
4
0
年

月
 
大
修
館
書
店
）
貞
享
三
、
四
年
頃
と
言
え
ば
「
本
朝
二
十
不
孝
」
成
立
の

頃
で
あ
り
西
鶴
が
多
作
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
成
立
時
期
に

か
か
わ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
わ
れ
る
の
は
こ
の
章
に
「
野
ら
犬
」
の
登
場
す
る

点
で
あ
る
。
西
鶴
の
政
道
批
判
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
く
る
が
そ
の
事
は
今
置

き
、
西
鶴
作
品
（
浮
世
草
子
）
中
の
犬
の
用
例
を
検
索
す
る
と
、
天
和
二
年
刊

「
好
色
，
一
代
男
」
三
例
、
貞
享
元
年
刊
「
諸
艶
大
鑑
」
四
例
、
貞
享
二
年
刊
「
西

鶴
諸
国
は
な
し
」
一
例
、
貞
享
三
年
刊
「
好
色
五
入
女
」
二
例
、
貞
享
四
年
刊

「
本
朝
二
十
不
孝
」
三
例
、
貞
享
四
年
刊
「
男
色
大
鑑
」
六
例
、
貞
享
四
年
刊

「
武
道
伝
来
記
」
三
例
、
貞
享
五
年
刊
「
日
本
永
代
蔵
」
二
例
、
貞
享
五
年
刊

「
武
家
義
理
物
語
」
一
例
で
、
そ
れ
以
降
の
作
品
及
び
遺
稿
集
に
も
用
例
は
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

く
、
唯
一
、
 
「
世
間
胸
算
用
」
の
こ
の
章
の
「
野
ら
犬
」
の
み
で
あ
る
。
ま
た

前
述
の
ご
と
く
「
胸
」
を
「
ム
ナ
」
と
読
む
の
も
前
述
の
で
と
く
こ
の
一
章
の

み
で
あ
り
、
他
の
章
と
の
成
立
時
期
の
ず
れ
を
思
わ
せ
る
。
・
・

 
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
こ
の
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
の
一
「
篇
は
「
本
朝

二
十
不
孝
」
成
立
の
頃
に
不
孝
咄
提
供
の
一
資
料
と
し
て
西
鶴
の
手
も
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
旧
稿
群
と
「
正
月
揃
」
（
貞
享
五
年
・
北

条
団
水
星
）
な
ど
の
構
想
が
〈
歳
末
揃
〉
へ
と
影
響
を
与
え
つ
つ
準
備
さ
れ
、

「
甚
忍
記
」
「
世
の
人
心
」
等
の
旧
稿
群
と
共
に
「
世
間
胸
算
用
」
と
し
て
出
・

叛
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ね
ま
た
「
本
朝
二
十
不
孝
」
申
の
傑
作
之
評

価
の
高
い
巻
一
の
一
・
二
は
「
世
間
胸
算
用
」
に
編
入
さ
れ
る
要
素
を
含
み
、

殊
に
巻
一
の
二
な
ど
は
ス
ト
ー
．
リ
二
上
の
状
況
設
定
に
も
「
大
晦
日
」
が
生
か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

 
老
婆
へ
の
同
情
の
あ
ま
り
「
本
朝
二
十
不
孝
」
ま
で
持
ち
宙
し
た
の
は
い
さ

「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
考

さ
か
突
飛
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
何
も
そ
こ
ま
で
持
ち
出
さ
ず
と
も
、
西
鶴

が
「
本
朝
二
十
不
孝
」
二
四
の
二
の
「
枕
に
残
す
筆
の
先
」
で
登
場
さ
せ
た
、

あ
の
若
者
の
気
持
ち
を
よ
く
理
解
し
奉
公
人
の
誰
か
ら
も
好
か
れ
る
良
き
老
婆

よ
り
も
、
わ
が
道
を
行
き
独
り
寝
す
る
こ
の
老
婆
の
た
く
ま
し
い
生
き
様
に
作

者
西
鶴
が
晩
年
の
共
感
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
事
だ
廿
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

（
註
1
）

「
礼
者
の
進
物
を
と
し
だ
ま
と
も
て
は
や
さ
る
＼
は
ま
こ
と
に
ひ
か
る
ほ
ど

み
が
き
た
る
ほ
ね
さ
せ
る
扇
も
あ
り
」
 
（
案
内
者
・
寛
文
二
年
）

 
「
ま
ず
年
玉
の
名
物
は
城
殿
末
ひ
ろ
が
り
寿
命
は
延
寿
三
殿
の
延
齢
丹
施
薬

院
の
午
黄
」
 
（
正
月
揃
・
貞
享
五
年
）

 
「
正
月
の
玄
関
に
年
玉
の
扇
箱
を
飾
る
事
商
家
が
業
を
う
ら
ん
と
し
て
専
ら

に
せ
し
事
や
武
家
町
人
に
も
ま
＼
有
喋
り
年
玉
に
も
ら
ひ
し
扇
子
箱
を
井
桁

に
積
重
ね
高
巷
を
伊
達
に
し
内
よ
り
持
出
し
飾
る
も
有
し
や
然
る
に
近
来
は

諸
町
人
扇
子
箱
を
配
る
は
ま
れ
に
し
て
い
さ
＼
か
の
品
に
て
有
用
の
品
を
配

る
事
に
な
り
し
ょ
り
扇
子
箱
を
積
あ
け
る
事
絶
て
な
し
」
 
（
塵
塚
談
・
宝
暦

三
年
）

，
「
元
日
礼
式
を
勤
る
に
扇
子
あ
る
ひ
は
菓
子
の
類
其
外
何
に
て
も
人
の
も
と

へ
お
く
る
人
も
又
我
か
も
と
へ
お
く
る
是
年
玉
と
い
ふ
」
 
（
大
日
本
地
下
年

中
行
事
・
延
享
二
年
）

 
「
年
玉
の
扇
を
し
は
し
手
に
ふ
れ
て
」
．
（
毛
吹
茸
・
・
寛
永
十
五
年
）

紙
数
の
都
合
で
多
く
の
用
例
を
あ
げ
る
事
が
出
来
な
い
が
、
現
行
の
辞
書
以

上
の
年
玉
の
説
明
を
す
る
事
は
出
来
な
い
。
柳
田
国
男
の
諸
説
等
民
俗
的
な

考
察
も
加
え
て
後
考
し
た
い
。

（ 105 ）



（
註
2
）

こ
の
点
既
に
指
摘
の
あ
る
事
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
こ
の
事
を
含
め
て
成
立

論
に
関
し
て
西
鶴
愛
読
の
仲
間
で
あ
る
多
胡
吉
郎
氏
よ
り
多
く
の
教
示
を
受

け
た
。
付
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
註
3
）

塚
本
学
「
生
類
憐
み
の
政
策
と
西
鶴
本
」
（
『
人
文
科
学
論
集
』
昭
和
5
5
年
）

参
照
。

（ 106 ）

◆


