
語
と
算
盤
と
い
う
懸
け
離
れ
た
も
の
を
一
致

さ
せ
る
こ
と
が
、
今
日
の
緊
要
の
務
め
と
自

分
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
締
め
く

く
っ
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
内
容
の
一
部
を
ご
紹
介
す
る
と
、

「
算
盤
と
権
利
」
の
章
で
は
、
社
会
の
利
益

に
な
る
正
し
い
競
争
を
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
余

が
思
う
に
は
善
意
な
る
競
争
に
努
め
て
、
悪

意
な
る
競
争
は
切
に
避
け
る
の
で
あ
る
。」

と
の
一
文
は
、
と
っ
さ
に
、
現
在
の
不
正
競

争
防
止
法
と
い
う
法
律
を
彷ほ
う

彿ふ
つ

と
さ
せ
る
が
、

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
よ
り

広
い
意
味
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
教
育
と
情
諠
」
の
章
で
は
、
女

性
の
教
育
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

封
建
時
代
か
ら
の
名
残
で
女
性
の
教
育
が
お

ろ
そ
か
に
さ
れ
て
き
た
が
、
女
子
も
社
会
を

組
織
す
る
上
に
そ
の
一
半
を
負
っ
て
立
つ
者

で
あ
る
か
ら
、
男
子
同
様
重
ん
ず
べ
き
者
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
か

ら
生
き
て
き
た
人
の
言
葉
と
し
て
重
み
が
あ

り
、現
在
に
お
い
て
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

り
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

　

渋
沢
栄
一
は
、
生
涯
で
５
０
０
社
以
上
も

の
有
名
企
業
を
創
設
し
た
と
い
う
。
た
っ
た

６
歳
で
孔
子
の
『
論
語
』
を
読
み
始
め
、
そ

の
思
想
に
大
き
な
感
銘
を
受
け
て
、
こ
れ
を

生
涯
、自
ら
の
人
生
の
指
針
に
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
長
ず
る
に
つ
れ
、
そ
れ
を
商
業
の
世

界
で
役
立
て
よ
う
と
決
心
し
、
日
本
で
初
め

て
株
式
会
社
を
つ
く
り
、
多
数
の
会
社
の
創

業
と
経
営
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
銀
行
と
金

融
の
仕
組
み
を
確
立
す
る
と
い
う
、
日
本
の

資
本
主
義
の
確
立
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
論
語
」
と
「
算
盤
」
の
関
係
に
つ
い
て
、

本
文
で
は
、「
こ
れ
は
は
な
は
だ
不
釣
合
で
、

大
変
に
懸
隔
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

私
は
不
断
に
こ
の
算
盤
は
論
語
に
よ
っ
て
で

き
て
い
る
、
論
語
は
ま
た
算
盤
に
よ
っ
て
本

当
の
富
が
活
動
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
ゆ
え

に
論
語
と
算
盤
は
、
は
な
は
だ
遠
く
し
て
は

な
は
だ
近
い
も
の
で
あ
る
と
始
終
論
じ
て
お

る
の
で
あ
る
。」
と
し
、「
こ
こ
に
お
い
て
論
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こうみ　まさかつ

論語と算盤
渋沢栄一の名著を「生の言葉」で読む。

渋沢栄一 著
興陽館

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を
衝
け
」

を
毎
週
テ
レ
ビ
で
見
て
い
る
う
ち
に
、

近
代
日
本
経
済
の
父
と
か
、
日
本
資
本
主
義

の
父
と
い
わ
れ
て
い
る
主
人
公
・
渋
沢
栄
一

の
、
そ
の
波
乱
万
丈
の
人
生
に
想
い
を
巡
ら

す
よ
う
に
な
っ
た
。
農
民
か
ら
、倒
幕
志
士
、

武
士
、
幕
臣
、
明
治
政
府
高
官
、
起
業
家
と

な
っ
て
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
他
の
伝
記

小
説
に
詳
し
い
。

　

大
河
ド
ラ
マ
の
影
響
も
あ
り
、
本
屋
の
店

頭
に
は
た
く
さ
ん
の
渋
沢
栄
一
関
連
の
本
が

並
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
興
陽
館
発
行
の
本

書
が
目
に
つ
い
た
。
本
書
は
、
渋
沢
栄
一
の

原
文
を
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の

い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
本
は
、歴
史
的
名
著
『
論
語
と
算
盤
』

を
新
編
集
で
刊
行
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
『
論
語
と
算
盤
』
の
全
文

を
原
文
で
収
録
し
た
だ
け
で
な
く
、
各
章
の

冒
頭
に
現
代
語
の
「
あ
ら
す
じ
」
を
設
け
る

こ
と
で
、
渋
沢
栄
一
の
「
生
の
言
葉
」
に
触

れ
る
と
と
も
に
、
本
人
が
実
際
に
ど
の
よ
う

に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
が
、
よ

Ｎ
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