
『

大
つ
ご
も
り』

の

｢

を
ど
り｣

に
つ
い
て

井

汲

明

夫

樋
口
一
葉
の

『

大
つ
ご
も
り』
は
、
主
人
公
峯
が
、
伯
父
安
兵

衞
の
借
金
の
利
息
と
従
弟
の
三
乃
助
の
正
月
の
餅
代
、
二
圓
の
工

面
を
受
合
っ
た
こ
と
に
よ
る
事
件
を
中
心
と
し
て
物
語
が
展
開
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
安
兵
衞
は
己
の
借
金
に
つ
い
て

｢

田
町
の
高
利
か
し
よ
り
三
月
し
ば
り
と
て
十
圓
か
り
し
、

一
圓
五
拾
錢
は
天
利
と
て
手
に
入
り
し
は
八
圓
半
、
九
月
の

末
よ
り
な
れ
ば
此
月
は
何
う
で
も
約
束
の
期
限
な
れ
ど
、
…
…
…

此
月
末
に
書
か
へ
を
泣
き
つ
き
て
、
を
ど
り
の
一
兩
二
分
を

此
處
に
拂
へ
ば
又
三
月
の
延の

期べ

に
は
な
る

(

１)｣

と
語
っ
て
い
る
。｢

こ
の
月
末｣

は
、
一
八
七
三
年
か
ら
採
用
さ

れ
た
太
陽
暦
で
は
十
二
月
三
十
一
日
つ
ま
り

｢

大
つ
ご
も
り｣

で

あ
る
。

以
下
で
は
こ
の
小
説
で
大
つ
ご
も
り
の
出
来
事
の
原
因
と
な
っ

た

｢

を
ど
り
の
一
兩
二
分｣

に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
た
い
。
な

お
本
稿
は
、『

大
つ
ご
も
り』

の
一
般
の
読
者
に
読
ま
れ
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
の
で
、
金
融
に
通
じ
て
い
る
人
に
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
の
解
説
に
も
紙
幅
を
費
や
す
。

こ
の

｢

を
ど
り｣

に
つ
い
て
は
引
用
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

他
の
事
柄
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
よ
く
理
解
で

き
る
。
文
中
で
関
連
す
る
事
柄
と
し
て
は

｢

三
月
し
ば
り｣

｢

天
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利｣
｢

書
か
へ｣

｢

一
兩
二
分｣

な
ど
で
あ
ろ
う
。
小
学
館
の

『

全

集

樋
口
一
葉

(

２)』

の
脚
註
で
も
こ
れ
ら
の
語
の
説
明
に
怠
り
は
な

く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
む

し
ろ
簡
に
し
て
要
を
得
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
余
り
に
簡
潔
す
ぎ

て
事
柄
の
内
容
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の

脚
註
に
触
れ
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
行
こ
う
と
思
う
。

こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
八
九
四
年
、
明
治
二
七
年
で

あ
る
。

一
八
七
一
年
に
制
定
さ
れ
た

｢
新
貨
条
例

(

３)｣

は
、
法
的
に
は
金

本
位
制

(

４)

で
あ
り
純
金
一
・
五
グ
ラ
ム
を
一
圓
と
制
定
し

(

５)

、
一
圓
金

貨
に
は
純
金
一
・
五
グ
ラ
ム
が
含
ま
れ
て
い
た

(
６)

。
し
か
し

｢

貿
易

銀｣

と
呼
ば
れ
た
貿
易
決
済
用
の
一
圓
銀
貨
が
発
行
さ
れ

(

７)

、
対
外

的
に
は
東
洋
に
多
か
っ
た
銀
本
位
制
の
国
に
も
対
応
し
て
い
た
の

で
、
事
実
上
は
金
銀
複
本
位
制
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

ま
た
一
圓
は
百
錢
、
一
錢
は
十
厘
と
さ
れ
、
補
助
貨
幣

(

８)

で
あ
る
額

面
一
圓
未
満
の
銀
貨
や
銅
貨
の
他
に
、
種
々
の
不
換
紙
幣

(

９)

の
発
行

も
行
わ
れ
て
い
た
。

他
方
で
明
治
政
府
は
、
江
戸
時
代
に
製
造
さ
れ
た
兩
、
分
、
朱

な
ど
の
単
位
の
金
属
貨
幣
の
流
通
を
、
七
四
年
ま
で
認
め
て
い
た

(

�)

。

一
兩
は
四
分
、
一
分
は
四
朱
、
従
っ
て
一
兩
は
十
六
朱
と
四
進
法

で
あ
る
。
こ
の
際
、
一
圓
金
貨
と
、
幕
末
期
か
ら
の
中
心
的
金
貨

で
あ
っ
た
万
延
二
分
金
二
枚
つ
ま
り
一
兩
が
、
純
金
含
有
量
と
し

て
は
ほ
ぼ
等
し
い
こ
と
か
ら
、
一
兩
を
一
圓
と
等
価
と
定
め
た

(

�)

。

ま
た
政
府
は
、
慶
応
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
兩
、
分
、

朱
の
額
面
の
太
政
官
札
、
民
部
省
札
等
の
不
換
紙
幣
を
発
行
し
て

お
り

(

�)

、
こ
れ
ら
の
一
部
は
七
八
年
ま
で
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
金
本
位
制
は
七
六
年
に
は
崩
壊
し
て
事
実
上
銀
本
位
制

と
な
り
、
七
八
年
に

｢

貿
易
銀｣

の
通
用
制
限
が
撤
廃
さ
れ
本
位

貨
幣
と
同
格
と
な
り
、
銀
本
位
制
が
追
認
さ
れ
た
。
な
お
当
時
本

位
貨
幣
の
流
通
は
一
般
的
で
は
な
く
、
主
と
し
て
流
通
し
て
い
た

の
は
、
不
換
銀
行
券

(

�)

を
含
む
各
種
の
紙
幣
と
補
助
貨
幣
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
初
期
の
貨
幣
制
度
は
相
当
に
混
乱
し
て
い
た

の
だ
が
、
兩
系
の
額
面
の
通
貨
と
、
圓
系
の
額
面
の
通
貨
と
が
実

際
に
併
用
さ
れ
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
以
後
暫
く
の
期
間
人
々
が

双
方
の
貨
幣
名
を
混
用
し
て
い
た
の
は
全
く
当
然
で
あ
り
、
二
分

は
五
拾
錢
で
あ
る
こ
と
は

｢

新
貨
条
例｣

に
も
明
記
さ
れ
て
お
り
、

文
中
の
一
兩
二
分
と
い
う
表
現
は
ま
さ
し
く
一
圓
五
拾
錢
を
表
し

て
い
る
。
註
に
は

｢

江
戸
時
代
の
貨
幣
単
位
で
い
っ
た｣

と
あ
る
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が
、
明
治
初
期
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
公
式
の
貨
幣
単
位
で
あ
り
、

単
な
る

｢

庶
民
の
実
感｣

以
上
の
も
の
で
、
現
代
の
人
間
が
戯
れ

に
一
圓
を
一
兩
と
い
う
の
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
時
代
を
発
表
の
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
期
と

見
れ
ば
、
八
二
年
の
日
本
銀
行
の
設
立
や
八
四
年
の
兌
換
銀
行
券

(

�)

条
例
に
よ
り
紙
幣
価
値
の
安
定
化
が
計
ら
れ
、
銀
本
位
制
の
確
立

が
計
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
確
証
は
な
い
が
峯
が
手
を
付
け

た
の
は
こ
の
時
期
に
発
行
さ
れ
た

｢

日
本
銀
行
兌
換
銀
券

(

�)｣

で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
も
二
種
類
あ
っ
た
が
、
八
五

(

明

治
一
八)

年
発
行
の
旧
兌
換
銀
行
券
、
い
わ
ゆ
る
大
黒
札
は
紙
質

や
印
刷
イ
ン
キ
に
問
題
が
あ
り
痛
み
易
か
っ
た
の
で
、
武
内
宿
禰

の
肖
像
が
描
か
れ
た
八
九
年
発
行
の
改
造
兌
換
銀
行
券
の
可
能
性

が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

天
利
と
は

｢

天
引
き
の
利
子
。
貸
金
か
ら
前
も
っ
て
天
引
き
す

る
利
息｣

で
あ
り
、
貸
手
に
よ
る
利
息
の
先
取
り
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
が
実
際
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
に
見
る
よ
う
に

先
取
り
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
伯
父
の
安
兵
衞
は
三
月

し
ば
り
、
つ
ま
り

｢

三
カ
月
後
に
返
済
の
約
束｣

の
借
金
の
天
利

と
し
て
一
圓
五
拾
錢
を
天
引
き
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。｢

し
ば

り｣

と
は
い
い
得
て
妙
で
あ
る
が
、
こ
の
高
利
か
し
か
ら
の
借
金

の
利
息
は
三
月
で
一
圓
五
拾
錢
な
の
だ
か
ら
、
十
圓
に
付
き
月
五

拾
錢
、
つ
ま
り
月
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
い
う
の
が
本
論
の

主
題
な
の
だ
が
、｢

五
兩
一
分｣

と
い
っ
て
五
兩
に
付
き
月
一
分

で
三
月
し
ば
り
と
い
う
の
が
当
時
の
高
利
貸
の
標
準
的
な
利
率
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
り

(

�)

、
一
分
は
一
圓
の
四
分
の
一
つ
ま
り
二
拾
五

錢
で
あ
る
か
ら
、
十
圓
に
付
き
月
五
拾
錢
と
な
り
、
こ
れ
は
数
値

が
計
算
し
や
す
く
説
明
に
便
利
で
あ
る
の
と
、
仮
に
そ
う
だ
と
す

る
と
本
文
の
内
容
と
齟
齬
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
暫
く
は
利
息
は
十
圓
に
付
き
月
五
拾
錢
と
仮
定
し
て

説
明
し
て
い
く
。
因
に
安
兵
衞
の
住
ん
で
い
た
裏
屋
の
家
賃
も
月

五
拾
錢
で
あ
る
。

さ
て

｢

大
つ
ご
も
り｣

に
は
安
兵
衞
は
、
田
町
の
高
利
か
し
に
、

元
金
の
十
圓
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
借
り
た
の

は
天
引
き
後
の
八
圓
半

(

�)

＝
八
圓
五
拾
錢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

借
用
証
書
で
は
十
圓
の
借
金
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
だ
け

を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
高
利
か
し
は
実
際
に

は
貸
付
日
に
八
圓
五
拾
錢
を
貸
付
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
天
利
を
差
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引
い
た
と
い
っ
て
も
安
兵
衞
か
ら
そ
れ
だ
け
の
利
息
を
受
取
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
時
点
で
は
彼
は
安
兵
衞
へ
の
貸
付

か
ら
の
利
益
を
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

安
兵
衞
は
満
期
日
の
大
つ
ご
も
り
に
、
元
金
と
し
て
十
圓
を
返

済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
実
際
に
彼
が
借
り
た
の
は
八

圓
五
拾
錢
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
利
息
で
あ
る
一
圓
五
拾
錢

を
足
し
て
こ
の
日
に
支
拂
う
の
で
あ
る
。
合
計
十
圓
は
形
式
的
に

は
元
金
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
元
利
合
計
の
金
額
な
の
で
あ
る
。

高
利
か
し
は
、
こ
の
時
初
め
て
一
圓
五
拾
錢
の
利
息
を
受
取
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
天
引
き
と
は
形
式
で
実
際
に
利

息
を
前
取
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
徴
収
す
る
の
は
満

期
日
な
の
で
あ
る
。

現
在
で
も
天
引
は
、
手
形
割
引
き
を
始
め
と
し
た
多
く
の
貸
付

で
採
用
さ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
り
、
別
段
珍
し
い
も
の
で
は
な
い

が
、
何
故
そ
の
よ
う
な
形
式
を
採
る
の
か
と
い
え
ば
、
天
利
は
取

扱
い
易
く
実
務
上
の
利
点
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
天

利
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貸
手
は
表
面
金
利
よ
り
も
高
い

実
質
金
利
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
動
機
と

な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
八
圓
五
拾
錢
の
貸
付
に
つ
き

月
五
拾
錢
の
利
息
を
獲
得
で
き
る
の
だ
か
ら
、
実
際
の
利
率
は
約や

く

定じ
ょ
う

の
月
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
な
く
、
約
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

(

年
約
七
十
・
六
パ
ー
セ
ン
ト)

と
な
る
の
で
あ
る
。

｢

を
ど
り｣

に
つ
い
て
も
脚
註
で
は

｢

お
ど
り
歩
。(

借
用
証
書

の)

書
き
か
え
の
際
は
、
返
済
期
限
の
月
の
分
の
利
息
を
二
重
に

支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た｣

と
そ
れ
自
体
は
適
切
に
説
明
さ
れ

て
い
る
が
、
何
故
二
重
に
支
拂
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

｢

月｣

を

｢

日｣

と
読
み
替
え
れ
ば
、
こ
れ

も

｢

手
形
貸
付｣

と
い
う
貸
付
方
法
の
場
合
、
日
本
の
一
般
の
金

融
機
関
で
近
年
ま
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
習
慣
で
あ
る
。
現

在
、
利
率
は
通
常
年
利
の
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
示
す
る
が
、
一
年
未

満
の
日
数
の
利
息
は
日
割
り
で
計
算
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

を
ど
り
の
基
本
的
原
理
を
日
割
の
利
息
で
説
明
す
れ
ば
こ
う
で

あ
る
。
貸
付
金
に
対
す
る
利
息
は
両り

ょ

端う
は

入
れ
と
い
っ
て
、
借
り
た

当
日
と
返
す
当
日
の
兩
方
、
つ
ま
り
足
掛
け
の
日
数
に
対
し
て
徴

収
す
る
の
が
習
慣
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。
さ
て
借
金
の
満
期
＝
返
済
日

に
借
手
が
返
済
不
能
だ
と
す
る
と
返
済
の
繰
延
が
必
要
に
な
る
の

だ
が
、
通
常
こ
れ
は
返
済
日
の
繰
延
に
よ
っ
て
返
済
を
猶
予
す
る

と
い
う
方
法
で
は
行
わ
れ
な
い
。
返
済
不
能
だ
っ
た
と
し
て
も
返
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済
そ
れ
自
体
は
猶
予
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
度
は
必
ず
返
済
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
返
済
の
た
め
の
金

が
な
い
か
ら
こ
そ
、
返
済
期
限
を
延
ば
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
借
手
は
や
む
を
得
ず
、
返
済
期
日
の
来
た
借

金
を
返
す
た
め
に
そ
の
日
に
同
額
を
再
び
新
た
に
借
り
て
、
そ
の

借
り
た
金
で
以
前
の
借
金
を
返
す
と
い
う
手
法
で
返
済
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
新
た
に
借
用
証
書
を
差
入
て
借
金
を
す

る
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
に
こ
れ
ま
で
の
借
用
証
書
を
書
替
え
る

の
で
は
な
い
。｢

書
か
へ
を
泣
き
つ
き
て｣

｢

返
済
期
限
を
延
ば
す

た
め
の
、
借
用
証
書
の
更
新｣

を
行
う
と
い
っ
て
も
、
単
純
に
は

更
新
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
お

｢

書
か
へ｣
は

｢

借
替｣

と
も

い
う
。

と
す
る
と

｢

書
か
へ｣

を
行
う
日
、
借
手
は
こ
れ
ま
で
の
借
金

に
対
し
て
は
返
済
日
の
利
息
を
支
拂
う
と
共
に
、
新
た
な
借
入
に

対
し
て
も
借
入
日
の
利
息
を
支
拂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま

り
こ
の
日
借
手
は
二
日
分
の
利
息
を
支
拂
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
借
替
時
に
利
息
が
重
複
し
て
躍
り
上
が
る
の
で

｢

を
ど
り｣

と
い
う
の
だ
が
、
借
手
の
手
元
に
は
現
金
は
残
ら
ず
に
、
再
び
同

額
の
借
金
の
み
が
残
さ
れ
る
。
借
金
の
最
終
的
返
済
が
行
わ
れ
な

い
限
り
、
満
期
日
ご
と
に
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
は
利
息
以
外
の
現
金
は
動
か
ず
、
書
類
上
拂
っ
た
こ
と
に

し
て
処
理
を
す
る
の
で
あ
る

(

�)

。

貸
手
に
い
わ
せ
れ
ば
、
を
ど
り
は
金
融
取
引
き
の
技
術
的
必
要

か
ら
自
然
に
発
生
し
て
し
ま
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
預
金
と
同
様
に
満
日
数
に
付
利
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
生

じ
な
い
の
で
あ
り
、
実
際
に
一
般
の
金
融
機
関
で
は
一
九
七
三
年

に
、
書
替
の
場
合
に
は
、
新
た
な
借
入
の
借
入
日
に
は
付
利
し
な

い
こ
と
と
し
て
、
評
判
の
悪
か
っ
た
踊
り
歩
を
廃
止
し
て
い
る
し
、

そ
の
後
も
短
期
金
利
の
調
節
手
段
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た

日
本
銀
行
も
九
七
年
に
廃
止
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
借
手
の
二
度

目
の
借
金
は
最
初
の
借
金
の
返
済
に
全
額
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

だ
か
ら
彼
の
手
に
は
借
金
し
か
残
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
を
ど
り
の

有
無
と
は
関
係
が
な
い
。

『

大
つ
ご
も
り』

の
安
兵
衞
の
支
拂
う
利
息
は
月
利
で
あ
る
。

月
利
に
は
原
則
と
し
て
日
割
は
な
く
、
日
単
位
で
の
借
金
の
場
合

は
日
歩
と
い
う
条
件
で
借
り
る
こ
と
に
な
る
。
月
利
と
い
う
条
件

で
借
り
れ
ば
、
例
え
一
日
し
か
借
り
な
く
て
も
、
利
息
は
満
一
ヵ

月
借
り
た
の
と
同
じ
一
ヵ
月
分
を
支
拂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
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で
あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
で
は
、
を
ど
り
歩
は
大
き
く
膨
れ
あ
が

る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
日
歩
で
あ
っ
て
も
数
日
に
一
度
の
借

替
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
三
日
し
ば
り

で
を
ど
り
を
取
る
、
な
ど
と
い
う
の
も
そ
う
珍
し
く
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る

(

�)

。

さ
て
天
利
と
を
ど
り
を
組
合
わ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

｢

大
つ
ご
も
り｣

は
安
兵
衞
の
十
圓
の
借
金
の
返
済
日
で
あ
る
が

返
済
で
き
な
い
の
で
、
彼
は
書
か
へ
を
泣
き
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
彼
は
高
利
か
し
か
ら
新
た
に
十
圓
を
借
り
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
十
圓
か
ら
も
前
と
同
様
、
天
利
が
差
引
か
れ

る
か
ら
十
圓
の
返
済
に
は
不
足
す
る
。
そ
こ
で
最
初
の
借
入
れ
の

場
合
と
は
異
な
り
、
今
度
は
利
息
額
を
自
分
で
工
面
し
て
不
足
を

埋
め
な
け
れ
ば
十
圓
に
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

｢

を
ど

り
の
一
兩
二
分｣

す
な
わ
ち
一
圓
五
拾
錢
を
拂
え
ば
借
用
証
書
の

｢

書
か
へ｣

が
可
能
と
な
る
、
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
は
問

屋
が
卸
し
て
く
れ
な
い
。

安
兵
衞
は
新
た
に
三
月
末
ま
で
の
三
ヵ
月
間
十
圓
の
借
金
を
す

る
の
だ
が
、
そ
れ
は
翌
元
旦
か
ら
三
月
末
ま
で
の
分
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
は

｢

書
か
へ｣

が
行
な
わ
れ
る

｢

大
つ
ご
も
り｣

一

日
の
た
め
だ
け
に
も
十
圓
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
で
一
ヵ

月
分
の
を
ど
り
利
息
が
発
生
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
借
金
は
都
合

四
ヵ
月
分
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
前
提
に
よ
れ
ば
こ
の
を

ど
り
の
利
息
も
五
拾
錢
で
あ
る
か
ら
、
天
利
は
都
合
二
圓
差
引
か

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
安
兵
衞
が
借
り
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
は
八
圓
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
は
、
を
ど
り
の

五
拾
錢
を
加
え
て
二
圓
を
工
面
し
な
け
れ
ば
書
か
へ
は
な
ら
ず
、

こ
れ
で
は
三
之
助
の
餅
を
買
っ
て
や
る
余
裕
な
ど
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
実
質
利
率
も
右
の
例
よ
り
も
更
に
高
く
な
る
。

さ
て
誰
か
が
何
処
か
で
計
算
間
違
い
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
一
圓
五
拾
錢
は
一
兩
二
分
と
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
絡
繰
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
本
文
を
見
る
と

｢

九
月
の
末
よ
り
な

れ
ば
、
此
月
は
ど
う
で
も
約
束
の
期
限
な
れ
ど｣

と
あ
る
。
正
味

三
ヵ
月
の
借
金
な
ら
ば
十
月
の
始
め
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
安
兵
衞
は

｢

三
か
月
後
に
返
済
の
約
束｣

の
三

月
し
ば
り
の
借
金
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
九
月
か
ら
十
二
月

ま
で
、
足
掛
四
ヵ
月
間
借
金
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
最
初
に

借
金
が
発
生
し
た

｢

九
月
の
末｣

の
分
と
し
て
も
一
ヵ
月
分
の
利
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息
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
利
の
一
圓
五
拾
錢

と
は
実
は
四
ヵ
月
分
の
利
息
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
の

｢

二
重｣
に
支
拂
う
利
息
で
は
な
い
に
し
て
も
実
質
的
に
は
一
ヵ

月
分
の
利
息
を
余
計
に
支
拂
わ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
躍
り

上
が
る
利
息
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、
高
利
か
し
に
と
っ

て
も
安
兵
衞
に
と
っ
て
も
実
質
的
な
効
果
は
を
ど
り
そ
の
も
の
で

あ
る
。

を
ど
り
と
は
、
本
来
借
替
に
伴
っ
て
発
生
す
る
も
の
だ
か
ら
、

借
入
れ
や
返
済
の
時
点
で
は
発
生
し
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
多
く
の
未
拂
金
の
支
拂
日
は
月
末
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の

未
払
金
の
支
拂
に
窮
し
て
い
る
貧
乏
人
は
、
月
末
の
つ
ご
も
り
に

高
利
貸
か
ら
借
金
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
月

末
の
そ
の
一
日
で
一
月
分
の
を
ど
り
歩
を
拂
わ
さ
れ
る
こ
と
を
承

知
で
も
、
そ
う
し
た
借
金
を
し
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
の
で

あ
る
。
誠
に
を
ど
り
と
は
、
天
利
、
月
利
を
脇
侍
と
し
た
高
利
貸

の

｢

守
り
本
尊
な
る
べ
し｣

と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
を
ど
り
は
始
め
か
ら
生
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

従
っ
て
一
月
当
り
の
表
面
利
息
は
一
圓
五
拾
錢
の
四
分
の
一
で
月

三
拾
七
錢
五
厘

(

三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
三
拾
七
錢
五
厘
と
は
現
代
な
ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
五
兩
一

分
な
ど
と
い
う
表
現
を
す
る
当
時
の
高
利
貸
と
し
て
は
い
か
に
も

半
端
な
金
額
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
既
に
見
て
い
る
よ
う
に
、
を
ど
り
は

｢

一
兩
二
分｣

と
兩
系
の
単
位
で
も
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の

兩
系
の
単
位
で
計
算
し
て
見
る
と
、
こ
れ
は
四
進
法
で
あ
る
か
ら

四
ヵ
月
で
一
兩
二
分
で
あ
れ
ば
、
一
ヵ
月
で
は
そ
の
四
分
の
一
、

つ
ま
り
一
分
二
朱
＝
一
分
半
と
な
り
、
切
り
の
良
い
数
値
に
な
る
。

あ
る
い
五
兩
一
分
よ
り
は
四
分
の
一
、
つ
ま
り
一
朱
低
い
五
兩
三

朱
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
三
拾
七
錢
五
厘
は
兩
系
の
単
位
で
表
せ

ば
十
兩
に
付
き
一
分
半
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
計
算
上
は

｢

田
町
の
高
利
か
し｣

は
、
五
兩
三
朱

で
三
月
し
ば
り
と
い
う
条
件
で
十
圓
貸
す
と
約
定
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
が

｢

を
ど
り
の
一
兩
二
分｣

と
兩
系
の
単
位
で
表

現
し
た
理
由
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
確
に
い
え
ば

｢

本
来

の
利
息
の
一
兩
二
朱
と
、
を
ど
り
歩
の
一
分
二
朱｣

で
あ
る
。
実

際
の
利
息
は
、
八
圓
五
拾
錢
の
貸
付
に
つ
き
三
月
と
一
日
で
一
圓

五
拾
錢

(
約
十
七
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
＝
年
約
七
十
・
六
パ
ー
セ

ン
ト)

な
の
で
あ
り
、
年
間
で
は
先
に
計
算
し
た
利
率
と
同
じ
に
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な
る
。
つ
ま
り
を
ど
り
の
存
在
に
よ
っ
て
表
面
利
率
と
実
質
利
率

と
の
差
は
さ
ら
に
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。

大
つ
ご
も
り
の
安
兵
衞
の
新
た
な
借
金
十
兩
か
ら
は
、
再
び
当

日
の
を
ど
り
歩
一
分
二
朱
と
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
利
息
一
兩
二

朱
、
合
計
一
兩
二
分
＝
一
圓
五
拾
錢
が
天
利
と
し
て
差
引
か
れ
る

の
で
、
安
兵
衞
が
実
質
上
借
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
は
前
と

同
じ
八
圓
五
拾
錢
で
し
か
な
い
。
こ
れ
を
九
月
の
末
よ
り
の
借
金

の
返
済
に
当
て
る
と
し
て
も
、
利
息
分
が
不
足
す
る
の
で
、
こ
れ

を
峯
か
ら
借
り
た
現
金
一
圓
五
拾
錢
で
支
拂
う
。
合
計
十
圓
で
書

か
へ
が
可
能
と
な
り
、
こ
れ
で
三
之
助
の
餅
を
買
っ
て
や
る
五
拾

錢
も
残
る
の
で
あ
る
。

利
息
分
の

｢

を
ど
り
の
一
兩
二
分｣

を
受
け
取
る
と
高
利
か
し

は
新
し
い
十
圓
の
借
用
証
書
を
安
兵
衞
に
差
入
れ
さ
せ
、
前
の
借

用
証
書
を
返
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
最
初
の
借
金
は

消
滅
す
る
が
、
彼
の
も
と
に
は
名
目
十
圓
、
実
質
八
圓
五
拾
錢
の

借
金
が
再
び
残
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
時
に
支
拂
わ
れ
る
を
ど
り
は
、

新
た
な
借
金
で
生
じ
た
を
ど
り
な
の
で
は
な
く
、
初
め
の
借
金
で

生
じ
た
を
ど
り
で
あ
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。
新
た
な
借
金
に
対

す
る
を
ど
り
歩
は
、
三
月
の
返
済
時
の

｢

元
金｣

あ
る
い
は
更
な

る
書
か
へ
の
時
の

｢

を
ど
り
の
一
兩
二
分｣

の
一
部
分
と
し
て
支

拂
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
繰
返
し
に
な
る
が
、｢

を
ど

り
の
一
兩
二
分｣

と
は
、
本
来
の
約
定
利
息
と
を
ど
り
利
息
の
兩

方
を
含
め
て

｢

を
ど
り｣

と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し

て
一
兩
二
分
す
べ
て
が
を
ど
り
利
息
な
の
で
は
な
い
。

｢

田
町
の
高
利
か
し｣

の
金
利
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
を
ど

り
な
し
の
五
兩
一
分
と
等
し
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
一
葉
は

高
利
貸
の
手
法
や
こ
う
し
た
計
算
に
は
通
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

の
で
、
高
利
貸
の
普
通
の
利
息
は
五
兩
一
分
で
あ
り
、
十
圓
を
三

月
し
ば
り
で
借
り
た
時
の
天
利
は
二
圓
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
承
知

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
す
る
と
、
峯
は
二
圓
五

拾
錢
借
り
な
い
と
三
乃
助
に
餅
を
買
っ
て
や
れ
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、
こ
の
話
は
峯
が
一
圓
札
二
枚
に
手
を
出
す
と
い
う

と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
二
圓
五
拾
錢
で
は
具
合
が

悪
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
利
貸
の
事
情
に
通
じ
な
い
読
者
が
、

単
純
に
三
月
分
の
利
息
は
一
圓
五
拾
錢
で
あ
る
と
思
っ
て
も
別
に

小
説
の
本
筋
に
は
影
響
し
な
い
し
、
天
利
は
二
圓
で
あ
る
は
ず
と

突
か
れ
た
時
は

｢

五
兩
三
朱
で
三
月
し
ば
り｣

の
借
金
と
答
え
ら

れ
る
よ
う
な
設
定
を
し
た
の
だ
、
と
見
る
の
は
穿
ち
過
ぎ
で
あ
ろ
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う
か
。

な
お
、
峯
が
二
圓
な
ら
ば
借
り
ら
れ
る
と
受
合
っ
た
の
は
、
十

二
月
で
一
年
奉
公
し
て
前
借
り
分
の
返
済
が
了
る
の
だ
か
ら
、
一

月
分
の
給
金
程
度
な
ら
ば
借
り
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
読
ん
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
峯
に
可
能
な
前
借
り
は
そ
れ
が
限
度
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

か
ら
峯
の
給
金
は
月
二
圓
と
推
測
さ
れ
る
。
小
林
裕
子
は
当
時
の

女
中
の
給
金
は
月
に
一
圓
五
拾
錢
程
度
と
の
資
料
を
示
し
て
、
そ

こ
か
ら
峯
の
給
金
を
月
一
〜
二
圓
程
度
と
推
定
し
て
い
る

(

�)

が
、
む

し
ろ
上
の
よ
う
に
峯
が
二
圓
な
ら
ば
借
り
ら
れ
る
と
受
合
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
給
金
は
二
圓
と
推
定
さ
れ
、
資
料
か
ら
も
、
そ
の
推

定
が
大
き
く
は
外
れ
て
い
な
い
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
は
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
二
圓
は
少
し
高
目
の
設
定
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
上
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
話
は
二
圓
と
い

う
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
林
は
、
他
の
件
で
は

｢

い
ち
い
ち
金
額
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
お
峯
の
給
金
の
額

だ
け
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か

(

�)｣

と
疑
問
を
呈
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
月
二
圓
と
推
定
可
能
で
は
あ
る
が
、
直
接
そ

う
書
く
と
読
者
が

｢

吝し
は

き
事
も
二
と
は
下さ
が

ら｣

ぬ
山
村
家
に
し
て

は
高
い
の
で
は
と
の
印
象
を
持
つ
の
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
後
半
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
手
稿

(

未
定
稿

(

�))

で
は
、

初
め

｢

八
百
屋
の
太
郎
に
か
し
つ
け
の
も
ど
り
、
あ
れ
が
二
十
ご

ざ
り
ま
し
た｣

と
さ
れ
て
い
た
の
が

｢

家
根
屋

(

�)

の
太
郎
に
か
し
つ

け
の
も
ど
り
、
あ
れ
が
十
五
ご
ざ
り
ま
し
た｣

と
訂
正
さ
れ
、
従
っ

て

｢

殘
り
は
十
三
あ
り
け
る
筈｣

と
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
初
出
本
文
で
は

｢

十
五｣

が

｢

二
十｣

に
戻
り

｢

殘
り
は

十
八｣

と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
山
村
家
の
職
業
は
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、｢

御
身
代
は
町
内
第
一｣

の
家
、
高
利
貸
も
兼
ね
て
い

た
こ
と
は
充
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。｢

八
百
屋｣

が

｢

屋
根

や｣

に
変
更
さ
れ
た
の
は
、
安
兵
衞
が
八
百
屋
で
あ
る
こ
と
と
意

味
も
な
く
重
複
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
二
十
圓
と
十
五
圓
の
間

で
迷
っ
た
の
は
、
職
人
の
借
金
と
し
て
は
二
十
圓
は
、
少
し
金
額

が
大
き
す
ぎ
る
と
考
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
結

局
、
峯
の
給
金
を
少
し
高
目
に
設
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
二
十

圓
の
方
を
採
用
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
こ
の
逡
巡
の
し

か
た
や
五
兩
一
分
と
い
う
慣
用
的
な
表
現
か
ら
、
高
利
貸
は
、
月

利
の
場
合
五
圓
を
一
単
位
と
し
て
貸
付
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
因
に

｢

大
つ
ご
も
り｣

の
執
筆
当
時
、
一
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葉
が
高
利
貸
の
久
佐
賀
に
千
圓
の
借
金
を
申
し
込
ん
だ
時
に
、
久

佐
賀
が
申
し
出
た
手
当
が
月
十
五
圓
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
国
語
辞
典
で

｢

お
ど
り｣

あ
る
い
は

｢

お
ど
り
ぶ｣

の
項
目
を
引
い
て
み
る
と
、
大
き
く
二
種
類
の
説
明
に
分
か
れ
る

こ
と
に
気
付
く
。
調
べ
た
限
り
で
は
多
く
の
辞
書

(

�)

で
は
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
来
た
よ
う
な

｢

借
金
の
証
書
を
書
き
替
え
る
時
に
支
払

う
、
二
重
の
利
子｣

と
い
う
説
明
で
あ
る
が
、
一
部
の
長
め
の
説

明
が
さ
れ
て
い
る
辞
書

(

�)

で
は
同
じ
出
版
社
の
も
の
で
も
こ
れ
と
は

異
な
り

｢

二
十
五
日
を
返
済
日
と
定
め
、
そ
れ
ま
で
に
返
済
さ
れ

な
い
場
合
は
月
の
残
り
の
日
に
対
し
て
も
一
月
分
の
利
息
を
取
る｣

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
辞
書
の
編
集
者
と
し
て
は
、
紙

幅
に
余
裕
が
あ
る
辞
書
で
は
よ
り
詳
し
く
説
明
し
た
つ
も
り
な
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
説
明
で
は
、
踊
り
歩
は
借
替
の

有
無
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
り
、
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
後
者
の
説
明
は
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
も
の
と

は
異
な
っ
て
お
り
、
も
し
こ
の
二
種
類
の
を
ど
り
が
同
時
に
課
せ

ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
大
変
な
実
質
利
率
に
な
る
。
と
こ
ろ
が

後
者
の
を
ど
り
は
、
理
論
的
に
は
二
十
五
日
に
書
き
か
へ
を
行
な

う
こ
と
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
後

者
の
を
ど
り
は
最
終
的
に
返
済
す
る
場
合
に
は
二
十
五
日
を
返
済

日
と
定
め
て
、
し
か
し
多
く
の
貧
し
い
庶
民
は
晦
日
に
得
ら
れ
る

収
入
を
当
て
に
返
済
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
書
き
か
へ
の

な
い
返
済
月
に
も
更
に
一
ヵ
月
分
の
を
ど
り
を
取
る
た
め
の
手
法

な
の
で
あ
ろ
う
。
因
に
二
十
五
日
返
済
説
を
採
用
し
て
い
る

『

広

辞
苑』

に
、
浮
世
草
子

『

浮
世
親
仁
形
気』

か
ら

｢

利
息
を
一
を

ど
り
づ
つ
を
ど
ら
せ
、
一
年
十
二
ヵ
月
に
十
七
ヵ
月
の
利
を
と
っ

て｣

と
の
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
大
つ
ご
も
り
か
ら
翌
年
の

大
つ
ご
も
り
ま
で
の
単
純
な
三
月
し
ば
り
な
ら
ば
十
六
ヵ
月
分
の

は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
返
済
の
あ
る
十
二
月
は
二
十
五
日
を
返
済

日
と
し
て
も
う
一
を
ど
り
さ
せ

｢

十
七
ヵ
月
の
利
を
と
っ
て｣

い

た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
く
二
十
五
日
返
済
説
を
採
用
し
て
い
る

『

日
本
国
語
大
辞

典』

で
は
、
本
文
で
は
返
済
月
の
晦
日
に
返
済
さ
れ
る
こ
と
を
想

定
し
て
説
明
し
て
、
書
き
か
へ
に
は
言
及
し
て
い
な
い
の
に
、
用

例
で
は
、｢

三
日
縛
り
と
定
め
月
に
十
度
の
倍
利

(

オ
ド
リ)

と

し｣

、
あ
る
い
は

｢

書
替
へ
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
書
替
へ
て
も

よ
う
ご
ざ
り
ま
す
る
が
、
を
ど
り
は
ま
け
て
下
さ
い
ま
せ
う
ね｣
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な
ど
を
引
用
し
、
書
き
か
へ
の
場
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。

何
れ
に
せ
よ

｢

二
十
五
日
返
済｣

は
、
か
な
り
強
引
に
派
生
的

な
を
ど
り
を
生
む
手
段
な
の
で
あ
っ
て
、
を
ど
り
の
本
筋
は
書
き

か
へ
に
伴
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
高
利
貸

の
言
い
分
と
し
て
は
、
返
さ
れ
た
金
は
再
び
別
の
貸
付
に
用
立
て

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
晦
日
よ
り
も
早
く

返
済
さ
れ
て
手
許
に
現
金
が
確
実
に
準
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
次

の
貸
付
が
不
可
能
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
月
分
の
利
息
を
失

う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
貧
乏
人

に
は
返
済
金
は
中
々
工
面
で
き
ず
に
、
二
十
五
日
ま
で
に
返
済
す

る
こ
と
は
先
ず
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
見
越
し
て
お
り
、
こ
こ
で

更
に
利
息
を
搾
り
取
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
り
、
名
目
五
兩
の

借
金
に
対
し
て
、
返
済
時
に
は
五
兩
一
分
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
に
な
る
。
も
し
二
十
五
日
ま
で
に
返
済
さ
れ
て
し
ま
っ
て

も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
次
の
貸
付
に
廻
し
て
そ
こ
か
ら
を
ど
り
を
取

れ
ば
よ
い
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
葉
は
二
十
五
日
返

済
の
を
ど
り
も
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、『

大
つ
ご
も
り』

に

は
二
十
五
日
返
済
を
直
接
に
窺
わ
せ
る
よ
う
な
文
言
が
な
い
。
あ

る
い
は

｢

此
月
は
何
う
で
も
約
束
の
期
限
な
れ
ど
、
…
…
此
月
末

に
書
か
へ
を
泣
き
つ
き
て｣

の

｢

此
月｣

と

｢

此
月
末｣

と
い
う

表
現
の
違
い
は
、｢

高
利
か
し
の
求
め
る
此
月
の
二
十
五
日
ま
で｣

と

｢

書
か
へ
の
行
な
わ
れ
る
此
月
末｣

と
の
違
い
を
示
唆
し
て
い

る
と
読
め
な
く
も
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
安
兵
衞
は
ま
だ
借
り
続
け

る
し
か
な
い
の
で

｢

書
か
へ
を
泣
き
つ
き
て
、
を
ど
り
の
一
兩
二

分
を｣

拂
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
屋
根
や
の
太
郎
に
貸
付
の

も
ど
り
が
十
五
、
あ
る
い
は
二
十
と
切
り
の
良
い
数
字
に
な
っ
て

い
る
点
か
ら
も
、
山
村
家
で
は
二
十
五
日
返
済
は
採
用
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
説
の
中
に
読
者
が
首
を
捻
る
よ
う

な
中
途
半
端
な
金
額
が
出
る
の
を
避
け
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
も
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

代
�
堅
氣
一
方
に
正

直
律
義
を
真
向
に
し
て｣

い
る
と
自
負
し
て
い
る
山
村
家
で
は
、

吝
嗇
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
阿
漕
な
こ
と
ま
で
は
し
て
い
な

い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
幕
府
は
一
七
四
一
年
に
は
利
息
の
上
限
を
年

利
一
割
五
分
と
定
め
、
更
に
一
八
四
二
年
に
一
割
二
分
と
厳
し
く

し
て
お
り
、
表
面
上
は
現
代
よ
り
も
余
程
低
い
利
率
と
な
っ
て
い

る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
大
名
等
に
対
す
る
貸
付
の
表
面
利
率
で
あ

ろ
う
。
高
利
貸
は
お
上
に
対
し
て
こ
れ
を
守
れ
ば
お
目
こ
ぼ
し
に
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与
か
る
こ
と
が
で
き
、
実
質
利
息
を
高
め
る
た
め
に
表
面
利
息
を

で
き
る
限
り
低
く
見
せ
、
天
利
や
を
ど
り
を
初
め
と
し
て
、
様
々

な
口
実
や
手
法
を
考
案
し
て
は
相
当
な
高
利
を
得
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
低
い
法
定
利
息
の
存
在
は
、
む
し
ろ
そ
ん
な
に
低

い
利
息
の
高
利
貸
は
実
際
に
は
い
な
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
示

唆
し
て
く
れ
る
。

明
治
期
の
高
利
貸
の
実
態
に
つ
い
て
は
詳
し
い
資
料
は
見
当
た

ら
な
い
が
、『

日
本
百
科
大
辞
典

(
�)』

に
よ
れ
ば
、
利
率
は
五
兩
一

分
が
普
通
だ
が
、
年
末
は
一
割
以
上
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の

他
手
数
料
を
始
め
と
し
て
用
紙
代
、
印
紙
代
等
様
々
な
名
目
で
金

額
が
差
引
か
れ
、
百
圓
借
り
て
も
実
際
に
は
七
十
圓
前
後
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
と

｢

田
町
の
高
利
か
し｣

は
高
利
貸

と
し
て
は
良
心
的
な
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
高
利
貸
の
阿
漕
さ
は
小
説
の
主
題
と
は
大
き
く
関
わ
ら
な
い
の

で
、
敢
え
て
そ
こ
は
目
立
た
な
く
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

�注
�

(

1)
『

樋
口
一
葉
全
集

第
一
巻』

筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
。
ル

ビ
は
、
必
要
な
も
の
以
外
は
省
略
し
た
。
底
本
は

『

太
陽』

。
脚

註
に
よ
れ
ば
初
出
の

『

文
學
界』

で
は

｢

峯｣

の
表
記
は

｢

峰｣

と
混
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(

2)
『

全
集

樋
口
一
葉
①』

小
学
館
、
一
九
七
九
年
。

(

3)

メ
ー
ト
ル
法
を
採
用
。
一
八
七
五
年

｢

貨
幣
条
例｣

と
改
称
。

(

4)
g

o
ld

s
ta

n
d

a
rd

s
y

s
te

m
.

金
が
貨
幣
の
基
準
と
な
っ
て
い

る
貨
幣
制
度
。
金
貨
の
購
買
力
は
、
商
品
と
し
て
の
金
の
素
材
価

値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(

5)

こ
れ
は
、
米
国
が
近
年
中
に
金
本
位
制
に
な
り
、
そ
の
場
合
に

一
圓
は
一
米
ド
ル
と
等
価
と
な
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
だ
っ
た

が
、
金
本
位
制
の
正
式
な
採
用
が
遅
れ
、
メ
ー
ト
ル
法
を
採
用
す

る
と
の
思
惑
も
外
れ
た
た
め
、
等
価
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

(

6)

実
際
の
金
貨
に
は
一
割
の
参
和
銅
が
含
ま
れ
る
た
め
に
、
こ
れ

よ
り
は
重
い
。

(

7)

一
圓
銀
貨
は
、
時
期
に
よ
っ
て
純
銀
約
二
四
・
三
か
ら
二
四
・

五
グ
ラ
ム
を
含
ん
で
お
り
、
一
九
七
六
年
ま
で
は
、
銀
貨
百
圓
＝

金
貨
百
〇
一
圓
。
短
期
間
に
変
動
し
て
い
る
の
は
、
金
銀
比
価
変

動
の
影
響
を
調
節
し
な
が
ら
、
洋
銀
と
呼
ば
れ
た
メ
キ
シ
コ
ド
ル

銀
貨
一
ド
ル
＝
日
本
銀
貨
一
圓
と
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、

う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
な
お
一
八
九
七
年
、
再
び
本
格
的
な
金

本
位
制
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
間
銀
価
値
は
金
に
対
し
て
減
価

し
続
け
、
ほ
ぼ
二
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
た
た
め
、
圓
の
金
量
は

以
前
の
二
分
の
一
へ
と
平
価
切
下
と
な
っ
た
。

(
8)

本
位
貨
幣
の
流
通
を
補
助
す
る
小
額
貨
幣
。
購
買
力
は
そ
の
素

材
価
値
よ
り
も
高
く
、
額
面
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在

流
通
し
て
い
る
硬
貨
は
、
こ
の
系
譜
に
属
す
る
。

(

9)
本
位
貨
幣
で
あ
る
金
貨
と
の
交
換

(

兌
換)

が
保
証
さ
れ
て
い

な
い
紙
幣
。
政
府
が
発
行
し
、
政
府
紙
幣
、
国
家
紙
幣
と
も
呼
ば
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れ
る
。
本
位
貨
幣
よ
り
も
購
買
力
が
下
が
る
こ
と
が
多
い
。

(

10)

明
治
政
府
も
二
分
金
、
一
分
銀
、
一
朱
銀
、
等
を
製
造
発
行
し

た
が
、
こ
れ
ら
は
品
質
が
悪
く
す
ぐ
に
廃
止
さ
れ
た
。

(

11)
さ
ら
に
寛
永
通
宝
一
貫
文
を
一
圓
と
等
価
と
定
め
、
一
文
銅
貨

を
一
厘
と
し
た
。
こ
れ
は
法
的
に
は
一
九
五
三
年
ま
で
通
用
し
た
。

(

12)

一
圓
と
一
兩
が
等
価
で
流
通
し
た
の
は
一
般
的
に
は
紙
幣
に
関

し
て
で
あ
り
、
金
属
貨
幣
の
市
場
相
場
は
異
な
っ
て
い
た
。

(

13)

国
立
銀
行

(
実
際
は
国
立
で
は
な
い)

が
発
行
す
る
、
金
貨
と

の
兌
換
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
一
種
の
紙
幣

(

初
期
は
兌
換
券
で

あ
っ
た)

。
本
位
貨
幣
よ
り
も
購
買
力
が
下
が
る
こ
と
が
多
い
。

現
在
流
通
し
て
い
る
紙
幣
は
、
日
本
銀
行
が
発
行
し
て
い
る
不
換

銀
行
券
で
あ
る
が
、
現
在
は
本
位
貨
幣
自
体
が
存
在
し
な
い
。

(

14)

日
本
銀
行
が
、
額
面
と
同
額
の
銀
貨
(

貿
易
銀)

と
の
兌
換
を

保
証
し
て
発
行
す
る
、
一
種
の
紙
幣
。
購
買
力
は
銀
貨
と
等
し
い
。

(

15)

一
八
九
八
年
に
貿
易
銀
が
通
用
停
止
と
な
っ
た
た
め
、
以
後
は

不
換
銀
行
券
と
な
っ
た
が
、
法
的
に
は
一
九
三
九
年
ま
で
通
用
し

た
。
但
し
一
圓
券
に
限
り
、
法
的
に
は
現
在
も
通
用
す
る
。
な
お
、

上
述
の
圓
額
面
の
不
換
紙
幣
、
国
立
銀
行
券
は
一
八
九
九
年
に
通

用
停
止
と
な
っ
た
。

(

16)
『

日
本
百
科
大
辞
典』

第
二
巻
、
三
省
堂
、
一
九
〇
九
年

(
復

刻
版
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
八
年)

。
な
お
一
八
七
七
年
制
定

の

｢

利
息
制
限
法｣

で
は
、
百
圓
未
満
は
年
二
割
、
百
圓
以
上
千

圓
未
満
は
年
一
割
五
分
、
千
圓
以
上
は
年
一
割
二
分
で
あ
っ
た
の

で
、
月
五
パ
ー
セ
ン
ト

(

五
分)

は
法
外
な
高
金
利
で
あ
る
。

(

17)

明
治
初
期
に
は

｢

半
圓｣

紙
幣
や

｢

半
錢｣

銅
貨
が
実
在
し
、

｢

半
圓｣

と
い
う
呼
び
方
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
自
然
な
も

の
で
あ
る
。

(

18)

預
金
に
対
す
る
利
息
は
片か
た

端は

入
れ
ま
た
は
片か
た

落
お
と
し

と
い
い
、
引

下
し
日
に
は
付
か
な
い
。
つ
ま
り
満
日
数
に
対
し
て
付
利
さ
れ
る
。

(

19)

も
し
利
息
す
ら
拂
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
が
貸
付
額
に
追
加
さ

れ
利
息
に
利
息
が
付
く
複
利
と
な
る
。
こ
こ
で
も
天
引
き
と
を
ど

り
は
適
用
さ
れ
る
し
、
後
に
み
る
よ
う
に
月
利
の
貸
付
の
最
低
単

位
は
お
そ
ら
く
五
圓
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
、
不
足
分
だ

け
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
歩
の
場
合
の
最
低
単

位
は
よ
り
小
額
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

20)
『

日
本
国
語
大
辞
典』

第
三
巻
、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
。

(

21)

小
林
裕
子

『

樋
口
一
葉
を
読
み
な
お
す』

(

學
藝
書
林
、
一
九

九
四
、
一
〇
六
頁
お
よ
び
一
二
四
頁
註
3)

。

(

22)

小
林
、
同
上
、
一
〇
六
頁
。

(

23)

前
掲

『

樋
口
一
葉
全
集

第
一
巻』

。

(

24)

本
文
の
註
記
に
よ
れ
ば
、
初
出
の
文
學
界
で
も

｢

家
根
屋｣

・

(

傍
点
井
汲)

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
葉
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

(

25)

三
省
堂

『

国
語
辞
典』

第
四
版
、『

新
明
解
国
語
辞
典』

第
六

版
、『

辞
海』

初
版
、
新
潮
社

『

改
訂
新
潮
国
語
辞
典』

改
訂
初

版
、
岩
波
書
店

『

国
語
辞
典』

第
六
版
、
講
談
社

『

カ
ラ
ー
版
日

本
語
大
辞
典』

第
二
版
、
等
。

(

26)

岩
波
書
店

『

広
辞
苑』

第
六
版
、
三
省
堂

『

大
辞
林』

初
版
、

小
学
館

『

日
本
国
語
大
辞
典』

第
二
版
、『

大
辞
泉』

初
版
、
等
。

な
お

『

大
辞
泉』

に
は
、
現
代
の
踊
り
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る

｢
踊
り
利
息｣

と
い
う
小
見
出
し
が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
方
で
は
、

本
論
で
説
明
し
た
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(

27)

前
掲

『
日
本
百
科
大
辞
典』

第
二
巻
。
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