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2.　
ひとつ と ふたつ

位
と
し
て
、
数
を
数
え
は
じ
め
た
の
で
す
。
そ
こ
で
「
ひ
と
つ
」
と
「
ふ
た
つ
」
の
関
係
で
す
が
、
江
戸

中
期
の
儒
学
者
・
荻お

生ぎ
ゅ
う

徂そ

徠ら
い

の
著
書
『
南な

留る

別べ

志し

』
に
「
ふ
た
つ
は
ひ
と
つ
の
音
の
転
ぜ
る
な
り
」
と

あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
「
ひ
と
」（
ｈ
ｉ
ｔ
ｏ
）
と
「
ふ
た
」（
ｈ
ｕ
ｔ
ａ
）
が
母
音
交
替
し
た
言
葉
で
す
。

つ
ま
り
「
ひ
と
つ
」（
一
つ
）
の
倍
が
「
ふ
た
つ
」（
二
つ
）
の
関
係
で
す
。
ま
た
「
い
つ
つ
」（
五
つ
）

と
「
と
を
（
と
お
）」（
十
）
も
「
つ
」（
ｔ
ｕ
）
と
「
と
」（
ｔ
ｏ
）
が
母
音
交
替
に
な
っ
て
い
て
、「
い

つ
つ
」（
五
つ
）
の
倍
が
「
と
を
（
と
お
）」（
十
）
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
説
明
す
る
と
「
み
っ
つ
」
の
「
み

つ
」
は
「
満
つ
」
の
意
味
で
す
。「
よ
っ
つ
」
の

「
よ
つ
」
は
「

弥
い
よ
い
よ

」
と
同
じ
意
味
。「
弥
」
は

「
弥い

や

」
の
変
化
し
た
「
い
よ
」
を
重
ね
強
調
し
た

も
の
で
「
な
お
い
っ
そ
う
」
の
意
味
で
す
。「
満

つ
」
の
上
に
さ
ら
に
加
え
る
こ
と
。「
い
つ
」

は
「
い
と
」
の
こ
と
で
「
こ
れ
で
も
う
最
高
で
あ

る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
あ
る
時
ま
で
の
日
本
人

は
「
五
つ
」
ま
で
し
か
数
え
な
い
民
族
だ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。「
い
つ
」（
五
）
に
つ
い
て
、
白

日
本
語
の
「
ひ
と
つ
」「
ふ
た
つ
」「
み
っ
つ
」
…
…
と
い
う
数
え
方
に
は
非
常
に
特
徴
的
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
「
み
っ
つ
」（
三
つ
）
と
「
む
っ
つ
」（
六
つ
）、「
よ
っ
つ
」（
四
つ
）
と
「
や
っ
つ
」

（
八
つ
）
の
関
係
が
倍
数
関
係
の
呼
び
方
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
み
っ
つ
」
の
「
み
」（
ｍ
ｉ
）
と
「
む
っ
つ
」
の
「
む
」（
ｍ
ｕ
）
は
母
音
を
交
替
さ
せ
た
関
係
。
つ
ま

り
「
み
っ
つ
」
の
倍
が
「
む
っ
つ
」
で
す
。
同
様
に
「
よ
っ
つ
」
の
「
よ
」（
ｙ
ｏ
）
を
「
や
」（
ｙ
ａ
）

に
交
替
さ
せ
た
も
の
が
「
や
っ
つ
」
で
、「
よ
っ
つ
」
の
倍
が
「
や
っ
つ
」
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。
日
本
語
は
こ
の
よ
う
に
母
音
を
交
替
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
関
係
す
る
言
葉
を

作
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
本
の
中
で
も
母
音
交
替
の
こ
と
は
繰
り
返
し
出
て
き
ま
す
。

ま
ず
「
ひ
と
つ
」（
一
つ
）
で
す
が
、
こ
れ
は
「
人
」
か
ら
で
き
た
呼
び
名
で
す
。「
人
ひ
と
り
」
を
単
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2.　
ひとつ と ふたつ

川
静
さ
ん
も
「
あ
る
時
期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
最
高
の
数
字
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
」
と
、『
文
字

講
話
』
の
中
で
述
べ
て
い
ま
す
。「
む
つ
」（
六
つ
）
の
「
む
」
に
は
、
中
に
蓄
積
す
る
「
蒸む

す
」
と
い
う

よ
う
な
意
味
が
あ
っ
て
、
倍
数
的
に
数
が
増
え
る
意
味
で
す
。「
な
な
」（
七
）
は
「
並な

無な

」
で
、
倍
数

関
係
が
な
く
「
並
ぶ
こ
と
が
無
い
」
の
で
奇
数
の
意
味
と
い
う
説
、
ま
た
片
手
で
指
を
折
っ
て
数
え
て

い
く
と
、
七
つ
目
が
「
名な

無な
し

指ゆ
び

」（
薬
指
）
だ
か
ら
「
な
な
」
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。「
や
つ
」（
八
）

は
「
弥い

や

」
と
関
係
し
て
「
そ
れ
よ
り
も
っ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
こ
こ
の
つ
」（
九
つ
）
は
「
屈か

か

並な

べ

て
」
と
い
う
よ
う
に
片
手
で
指
を
屈く

っ

し
て
数
え
ら
れ
る
究
極
の
数
の
こ
と
で
す
（
片
手
で
数
え
る
イ
ラ
ス

ト
は
一
〇
七
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
）。
こ
の
「
か
か
」（
ｋ
ａ
ｋ
ａ
）
と
「
こ
こ
」（
ｋ
ｏ
ｋ
ｏ
）
も
母
音
交

替
で
す
。「
と
を
（
と
お
）」
は
多
く
熟
す
る
「
た
わ
わ
」
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
言
葉
で
す
。

数
の
数
え
方
で
、
こ
ん
な
に
も
倍
数
関
係
を
持
つ
日
本
人
は
偶
数
性
の
強
い
民
族
で
、
そ
の
偶
数
性
か

ら
相
対
的
・
調
和
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。「
八や

百お

万よ
ろ
ず

の
神
」「
八や

岐ま
た
の

大お

ろ

ち蛇
」
な
ど
、
大
切

な
数
字
、
聖
数
に
も
偶
数
を
多
く
持
つ
民
族
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
は
奇
数
性
の
強
い
民
族
で
す
。「
天
地
人
三
才
」「
陰
陽
五
行
」「
七
賢
」
な
ど

中
国
の
聖
な
る
数
は
奇
数
が
多
い
の
で
す
。
白
川
静
さ
ん
に
よ
る
と
、
中
国
の
聖
数
に
奇
数
が
多
い
の
は

「
中
心
に
自
ら
を
置
け
る
か
ら
」
の
よ
う
で
す
。
五
行
思
想
の
方
角
で
い
え
ば
、
ま
ず
中
央
が
あ
り
、
周

囲
に
東と

う

夷い

・
西せ

い

戎じ
ゅ
う

・
南な

ん

蛮ば
ん

・
北ほ

く

狄て
き

の
東
西
南
北
が
あ
る
と
い
う
中
華
思
想
が
聖
数
の
奇
数
性
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。「
夷
・
戎
・
蛮
・
狄
」
は
い
ず
れ
も
野
蛮
な
異
民
族
と
い
う
意
味
で
す
。
中
央
に
自

分
た
ち
が
い
て
、
周
辺
に
野
蛮
な
異
民
族
が
い
る
と
い
う
考
え
で
す
。「
中
国
」
も
中
華
思
想
が
反
映
し

た
、
世
界
の
中
心
の
国
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
国
名
に
も
中
心
性
が
表
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
数
の
成
り
立
ち
を
紹
介
し
た
の
で
、
漢
字
の
数
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
漢

字
に
は
日
本
語
の
よ
う
な
倍
数
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
一
」
か
ら
「
十
」
ま
で
が
す
べ
て
異
な
り
ま
す
。

「
一
」「
二
」「
三
」
は
見
て
の
通
り
、
数
を
数
え
る
時
に
使
う
算
木
を
横
向
き
に
置
い
た
形
で
す
。
実

は
「
四
」
も
甲
骨
文
字
で
は
横
に
四
本
の
算
木
を
置
い
た
字
形
で
し
た
。
で
も
算
木
の
線
の
数
が
紛
ら
わ

し
い
場
合
も
あ
る
の
で
、「
呬
」
の
省
略
形
「
四
」
で
表
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
五
」
は
木
を
斜
め

に
交
叉
さ
せ
て
作
っ
た
器
物
の
蓋
の
形
で
す
。「
六
」
は
テ
ン
ト
の
形
。「
七
」
は
切
断
し
た
骨
の
形
で

す
。「
四
」「
五
」「
六
」「
七
」
は
文
字
の
音
だ
け
を
借
り
て
、
別
な
意
味
を
表
す
仮か

借し
ゃ

と
い
う
用
法
で
す
。

「
八
」
は
左
右
に
も
の
を
分
け
て
数
え
る
数
え
方
を
そ
の
ま
ま
字
形
で
示
し
た
も
の
で
す
。

「
九
」
は
身
を
折
り
曲
げ
た
竜
の
形
で
す
。
数
字
の
「
九
」
の
意
味
に
用
い
る
の
も
仮
借
の
用
法
で
す
。

算
木
を
横
に
一
本
置
く
と
「
一
」
で
す
が
、
算
木
を
縦
に
一
本
「
―
」
と
書
い
た
の
が
「
十
」
で
す
。
縦

に
一
本
の
線
を
書
く
と
「
十
」
を
示
す
こ
と
は
「
二
十
」
を
「
廿
」
と
書
く
こ
と
や
「
三
十
」
を
「
卅
」

と
書
く
こ
と
に
、
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。「
十
」
の
古
代
の
文
字
は
「
―
」
の
中
央
部
が
膨
ら
ん
だ
形
を

し
て
い
て
、
こ
の
膨
ら
ん
だ
部
分
が
左
右
横
に
伸
び
て
い
っ
て
「
十
」
と
い
う
字
形
に
な
り
ま
し
た
。


