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Ⅰ
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橋

本

敬

造

本
稿
の
目
的
は
'
晴
代
康
照
年
間
に
見
ら
れ
た
数
学
者
の
諸
活
動
を
'
梅
文
鼎
の
教
学
研
究
に
焦
鮎
を
合
わ
せ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
｡

一
七
世
紀
を
通
じ
て
中
国
に
流
入
し
た
教
学
は
'
な
る
ほ
ど
新
し
い
天
文
学
の
展
開
に
不
可
鉄
で
は
あ
っ
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
と
直
接
に
結
び
つ
-

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
'
中
国
の

｢
古
い
｣
数
学
知
識
は
多
-
の
鮎
で
特
徴
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

明
代
に
は
宋
元
時
代
の
す
ぐ
れ
た
業
績

の
多
く
は
失
な
わ
れ
て
い
つ
た
｡
し
か
し
'
同
時
に
こ
の
時
代
は
民
衆
教
学
が
開
花
し
た
と
き
で
あ
っ
た
｡
数
学
は
虞
-
普
及
し
て
い
た
｡
古
典
的

教
学
の
わ
-
組
は
-
ず
れ
つ
つ
あ
っ
た
｡
そ
う
し
た
と
き
に
西
洋
教
学
が
多
量
に
流
入
し
た
｡
そ
の
結
果
'
ジ

ェ
ス
イ
ッ
ト
の
も
た
ら
し
た
西
洋
数

学
の
幾
何
学
を
中
心
と
す
る
教
学
の
研
究
に
垂
瓢
は
移
っ
て
い
っ
た
｡
李
篤
培
の
よ
う
に
'
西
洋
教
学
を
古
典
的
な
九
章
の
範
噂
に
よ
っ
て
理
解
し

よ
う
と
す
る
努
力
も
あ
っ
た
(
一
六
三
〇
年
)｡
ま
た
､
方
中
通
の
よ
う
に

『
周
解
算
経
』
の
句
股
と
幾
何
学
を
短
絡
さ
せ
て
'
句
股
法
を
主
鰹
に
し
て

中
国
教
撃
を
把
握
L
t

一
方
､

『幾
何
原
本
』
な
ど
は
そ
の
要
約
を
作
っ
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
人
び
と
も
あ
っ
た
｡

悔

文

鼎

の
教

学

研

究
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二
三
四

し
か
し
'
梅
文
鼎
は
こ
う
し
た
人
び
と
と
同
じ
平
面
の
上
に
は
立
っ
て
い
な
い
｡
中
国
の
数
学
知
識
は
前
近
代
数
学
の
な
か
で
猪
特
の
地
位
を
占

め
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
潜
時
の
教
拳
は
急
速
な
脱
皮
を
見
せ
て
い
た
｡
そ
う
し
た
数
学
の
全
鰹
を
正
常
に
と
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
'
中
国
数
撃
に
お

け
る
多
-
の
分
野
を
無
税
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
中
国
の
俸
統
の
上
に
則
り
'
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
西
洋
と
中
開
の
全
数
畢
知
識
に
つ
い
て
､

も
っ
と
も
適
確
な
措
寓
を
行
な
っ
た
の
は
構
文
鼎
で
あ
る
｡
か
れ
の
藷
著
作
に
は
'
中
西
爾
数
学
が
系
統
も
な
し
に
個
個
別
別
に
展
開
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
｡
そ
こ
に
は
数
学
に
た
い
す
る
か
れ
の
一
貫
し
た
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
考
え
方
に
基
づ
く
数
学
の
各
分
野
に
お
け
る

か
れ
の
貢
厭
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
'
ま
ず
簡
単
に
か
れ
の
数
学
の
認
識
の
し
か
た
'
お
よ
び
そ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
｡

数
学
理
論
の
性
格
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
が
客
観
的

･
寛
際
的
な
も
の
に
根
操
を
置
く
'
普
遍
性
を
も
っ
た
破
綻
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
t

と
か
れ
は
考
え
た
｡

『中
西
算
畢
通
』
自
序
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
言
う
｡

数
学
は
こ
れ
を
寛
に
徹
す
｡
寅
な
れ
ば
易
ら
ず
｡
易
ら
ざ
れ
ば
庸
な
り
'
庸
な
れ
ば
中
な
-
｡
中
な
れ
ば
こ
れ
を
四
海
九
州
に
放
ち
て
準
と
な

(1
)

す
｡

す
な
わ
ち
'
教
学
と
い
う
も
の
は
こ
と
が
ら
に
則
っ
た
撃
で
あ
る
.
こ
と
が
ら
の
取
扱
い
に
基
礎
を
置
-
数
学
は
､
偏
る
こ
と
も
な
-
'
奨
る
こ
と

も
な
い
｡
こ
の
賓
に
則
る
と
い
う
立
場
こ
そ
'
か
れ
の
数
学
に
た
い
す
る
基
本
的
な
認
識
で
あ
っ
た
｡
こ
の
考
え
方
が
も
つ
と
端
的
に
表
現
さ
れ
て

い
る
の
は
､

『方
程
論
』
奄
四
の
言
葉
で
あ
る
｡

算
家
の
設
問
'
も
っ
て
規
式
と
な
す
.
意
は
引
-
と
い
え
ど
も
妻
せ
ず
｡
数
は
寅
に
則
り
て
構
う
る
べ
し
｡
い
や
し
-
も
そ
れ
'
こ
れ
を
梧
う

る
も
県
寛
の
言
う
べ
き
の
数
な
-
ん
ぼ
'
し
か
し
て
何
を
も
っ
て
式
と
な
さ
ん
や
｡
そ
の
立
法
の
多
-
は
古
え
と
違
う
に
至
り
て
は
'
皆
も
つ

(2
)

て
深
-
算
理
を
知
ら
ず
｡
し
か
し
て
臆
鬼
は
横
生
し
'
ま
た
あ
い
よ
り
て
必
ず
至
る
な
り
0

数
撃
に
お
け
る
諸
問
題
は
､
九
章
算
術
的
な
古
典
的
規
範
に
よ
っ
て
は
律
し
き
れ
な
い
も
の
が
埼
加
し
て
い
た
｡
そ
の
結
果
'
基
礎
的
理
論
を
理

解
せ
ず
に
'
推
測
に
よ
っ
て
規
式
を
立
て
た
も
の
が
見
ら
れ
た
｡
こ
れ
は
教
を
扱
う
も
の
の
態
度
と
は
言
え
な
い
｡
賓
際
の
数
に
即
し
て
'
数
撃
は



論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う
し
て
こ
そ
へ
教
学
は

一
般
に
準
楳
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
れ
が
か
れ
の
考
え
方
で
あ
っ
た
｡
ま
た
こ
の
寛
に
則

る
教
学
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'

｢
有
用
の
撃
｣
と
し
て
の
数
の
撃
が
'
か
れ
の
認
識
の
な
か
に
あ
っ
た
｡

古
え
の
君
子
は
無
用
の
撃
を
な
さ
ず
｡
六
垂
は
徳
行
に
つ
ぐ
｡
み
な
賓
畢
'
も
っ
て
経
世
に
足
る
も
の
な
-
｡
数
は
垂
の
末
に
居
る
と
い
え
ど

も
'
用
を
な
す
こ
と
は
な
は
だ
鍵
な
り
｡
天
度
を
測
る
や
'
教
に
あ
ら
ず
ん
ば
明
ら
か
な
ら
ず
｡
賦
を
治
め
財
を
理
む
る
は
'
教
に
あ
ら
ず
ん

つま
び

は
か

(3
)

ば
'
核
な
ら
ず
｡
屯
営
布
陣
は
'
数
に
あ
ら
ず
ん
ば

審

ら

か
な
ら
ず
｡
功
を

程

り

役
を
た
だ
す
は
､
教
に
あ
ら
ず
ん
ば
練
ら
れ
ず
.

梅
文
鼎
は
'
天
鮭
の
度
数
を
測
る
こ
と
へ
兵
術
､
財
産
管
理
'
夫
役
徴
税
な
ど
は
'
数
量
に
よ
ら
な
い
で
は
正
確
に
庭
理
で
き
な
い
'
し
た
が
っ
て
'

こ
う
し
た
計
算
の
基
礎
と
し
て
教
の
撃
が
あ
る
と
､
強
調
し
た
｡
俸
銃
的
な
九
教
の
意
味
を
改
め
て
運
べ
て
'
そ
の
運
用
の
精
神
を
喚
起
し
た
｡
そ

し
て
経
世
の
手
段
'
す
な
わ
ち

｢賓
畢
｣
と
し
て
の
数
学
の
性
格
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

か
れ
の
数
学
の
著
作
を
全
般
的
に
見
た
ば
あ
い
'
後
に
も
述
べ
る
と
お
り
､
こ
う
し
た
中
国
の
古
典
教
学
の
立
場
を
'
中
西
南
数
学
を
論
じ
る
過

程
の
な
か
で
得
ら
れ
た
新
た
な
展
望
の
も
と
に
､
す
べ
て
の
数
学
知
識
に
系
統
づ
け
を
興
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
か
れ
に
と
っ

て
も
つ
と
も
重
大
な
関
心
事
が
教
畢
研
究
と
の
関
連
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
｡
か
れ
が
普
時
の
す
ぐ
れ
た
暦
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
'

天
文
学
と
数
学
と
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
そ
れ
で
あ
っ
た
｡
暦
と
数
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
'
か
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

(4
)

暦
な
る
も
の
は
教
な
り
｡
教
の
外
に
理
は
な
く

理
の
外
に
教
は
な
い
｡
教
な
る
も
の
は
､
理
の
分
限

･
節
次
な
り
｡

暦
と
教
は
等
置
で
き
る
も
の
と
い
う
の
が
､
か
れ
の
基
本
的
な
見
解
で
あ
る
｡
教
の
な
か
に
理
が
あ
り
'
理
の
な
か
に
数
が
あ
る
｡
こ
の
両
者
の

包
含
関
係
を
明
確
に
描
き
出
し
'
理
と
い
う
も
の
の
限
界
や
結
節
と
し
て
具
鰹
性
を
も
っ
た
教
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
｡
か
れ
は
ま
た
次
の
よ
う
に

も
l亨
っ
｡
そ
れ
は
暦
と
数
と
理
気
と
の
生
成
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

さ
く

(5
)

暦
は
教
よ
り
生
じ
へ
数
は
理
よ
-
生
ず
｡
理
は
気
と
倍
に
あ
り
｡
そ
の
中
に
紳
あ
り
｡
瞳
に
し
て
乱
れ
ざ
る
な
-
.
襲
り
て
も
常
あ
る
な
り
｡

天
鰹
の
遅
行
を
験
讃
し
て
､
そ
れ
に
則
っ
て
法
を
立
て
る
｡
こ
う
し
た
手
順
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
は
じ
め
て
理
に
合
す
る
法
が
得
ら
れ
る
｡

つ

ま
り
理
に
も
と
づ
い
た
'
具
鰹
性
の
あ
る
数
式
関
係
が
立
て
ら
れ
る
｡
逆
に
､
こ
う
し
た
教
に
よ
っ
て
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
か
れ
は

『暦
学

梅

文

鼎

の
教

学

研

究
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覇
枝
』
(
一
六
六
二
年
)
な
ど
に
お
い
て
'
元
の
授
時
暦
や
明
の
大
統
暦
を
研
究
し
た
｡
そ
こ
に
お
い
て
､
自
然
現
象
で
あ
る
天
鰹
の
運
行
を
観
測
し
た

結
果
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
'
諸
関
係
を
示
す
数
式
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
｡
数
に
よ
っ
て
暦

-
理
を
理
解
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'

『聾
堵
測
量
』
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
そ
れ
は
天
文
学
研
究
の
方
法
論
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡

あ
ら

あ
き
ら

(6
)

け
だ
し
理
は
数
を
得
て

彰

わ

れ
'
数
は
園
を
得
て

蘇

か

な
り
｡

国
は
券
を
得
て
虞
と
な
る
.

園
と
は
天
鰹
現
象
の
モ
デ
ル
を
作
固
し
た
も
の
､
券
と
は
滞
天
儀
な
ど
の
'
い
わ
ば
天
を
模
型
化
し
'
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
天
鮭
を
観
測
す
る
辞

桟
で
あ
る
｡
こ
の
文
章
は
､
か
れ
の
言
葉
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
よ
う
｡

い
ま
そ
れ
'
暦
の
歩
す
る
と
こ
ろ
に
四
あ
り
｡
恒
星
と
い
う
｡
日
と
い
う
｡
月
と
い
う
｡
五
星
と
い
う
｡
治
暦
の
具
に
三
あ
り
｡
算
数
と
い
う
｡

(7
)

圃
象
と
い
う
｡
測
験
の
器
と
い
う
｡
-
-
大
約
は
三
者
こ
れ
を
つ
-
す
｡
-
-
暦
と
は
算
数
な
り
｡
象
と
は
圃
な
り
'
滞
象
な
り
｡

要
す
る
に
'
恒
星

･
日

･
月

･
五
星
の
遅
行
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
天
鮭
現
象
が
暦
の
計
算
の
対
象
で
あ
り
'
そ
れ
を
賓
行
す
る
手
段
に
は
算
数
'

固
象
'
測
放
用
器
具
が
あ
っ
て
'
そ
れ
ら
で
こ
と
が
足
り
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
天
鰻
現
象
は
固
象
化
さ
れ
る
｡
そ
の
囲
象
化
は
教
に
も
と
づ
い
て

い
る
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
数
を
扱
う
算
数
こ
そ
が
暦
だ
と
'
か
れ
は
考
え
た
｡
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
で
へ
暦
と
数
と
が
等
置
で
き
る
と
考
え
た
の

だ
と
言
え
る
｡

か
つ
そ
れ
数
は
理
に
合
す
る
ゆ
え
ん
な
り
｡
暦
は
天
に
順
う
ゆ
え
ん
な
り
｡
法
の
探
る
べ
き
あ
れ
ば
'
何
ぞ
東
西
を
論
じ
ん
｡
理
の
ま
さ
に
明

(8
)

ら
か
に
す
べ
き
と
こ
ろ
へ
何
ぞ
新
香
を
分
た
ん
｡

数
に
よ
っ
て
理
に
合
し
'
暦
に
よ
っ
て
天
に
順
う
て
だ
て
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
採
用
で
き
る
法
は
東
西
の
別
な
-
'
理
を
は
っ
き
り
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
は
新
啓
を
分
た
ず
に
と
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
'
か
れ
は
考
え
た
の
で
あ
る
(こ
う
し
た
態
度
が
中
西
両
科
挙
に
た
い
す
る
か
れ
の
基
本
的

姿
勢
で
あ

っ
た
)
｡

数
学
と
暦
学
と
の
関
係
を

一
言
で
表
現
す
れ
ば
､

(9
)

そ
れ
歩
暦
は
算
数
に
も
と
づ
く
｡
算
数
は
治
暦
の
綱
要
な
り
｡



と
な
る
｡
こ
の
結
論
に
は
'
算
術
な
い
し
は
教
学
が
暦
学
つ
ま
-
天
文
撃
の
基
礎
で
あ
り
'
そ
れ
は
暦
を
知
る
上
で
の
根
本
と
な
る
と
い
う
'
明
ら

か
な
事
案
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
認
識
が
'
か
れ
の
暦
撃
と
教
学
の
研
究
に
た
い
す
る

一
生
涯
の
努
力
の
底
流
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
｡
か
れ
の
手
に
な
る

『勿
奄
暦
算
書
目
』
に
収
め
ら
れ
た
､
暦
草
書
六
十
二
種
と
算
撃
書
二
十
六
種
は
'
暦
学
と
算
撃
と
に
か
ん
す
る
終
生
の

著
作
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
い
る
が
､
そ
れ
は
暦
学
に
た
い
す
る
教
学
の
位
置
に
つ
い
て
'
さ
き
に
述
べ
た
結
論
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
以
上
へ
他
の
諸
科
挙
と
数
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
｡
し
か
し
'
こ
こ
に
お
け
る
主
眼
は
か
れ
の
教
学
研
究
の
考

察
に
あ
る
｡

(10
)

か
れ
の
教
学
を
考
え
る
ば
あ
い
'
天
文
学
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
'

↑
七
世
紀
を
通
じ
て
中
国
に
流
入
し
た
大
量
の
教
学
知
識
を
'
梅
文
鼎
が

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
､
さ
ら
に
中
国
の
俸
統
教
学
を
ど
の
よ
う
に
再
許
債
し
た
か
へ
と
い
う
二
つ
の
論
鮎
に
つ
い
て
解
答
を
求
め
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
て
-
る
｡
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
'
中
西
爾
教
学
の
全
鮭
は
'
ど
の
よ
う
な
原
則
に
も
と
づ
い
て
鮭
系
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が

か
ら
ん
で
-
る
｡
か
れ
の
教
学
に
か
ん
す
る
著
作
を
考
察
す
る
に
は
'
こ
れ
ら
の
問
題
を
念
頭
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

中
国
数
学
の
俸
銃
に
よ
れ
ば
'
数
学
は
九
章
に
分
類
さ
れ
る
｡
現
行
本
の

『九
章
算
術
』
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は
方
田

二

乗
米
二
'
衰
分
三
､
少

(ll)

鹿
四
'
均
輸
六
'
盈
不
足
七
㌧
方
程
八
､
句
股
九
と
な
る
｡

『永
楽
大
典
』
(
一
四
〇
七
年
)
や
呉
信
民
の

『九
章
詳
註
比
額
算
法
大
全
』
(
一
四
五
〇
年
)

の
目
録
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
｡
た
だ
し
後
者
は

『障
書
』
律
歴
志
の

｢
九
章
名
数
｣
を
引
用
し
て
盈
不
足
が
盈
胴
と
な

っ
て

い
る
｡
程
大
位
の

『新
編
直
指
算
法
綜
宗
』
(
一
五
九
三
年
)
や
李
篤
培
の

『中
西
数
学
固
説
』
(
一
六
三
〇
年
)
に
な
る
と
粟
米
が
粟
布
と
な
り
'
第
七
葦
は
盈
胴
を
鰹
承
し

て
い
る
｡
ま
た
衰
分
に
は
差
分
と
い
う
術
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
'
梅
文
鼎
は
最
終
的
に
は
こ
れ
を
使
用
し
た
｡
か
れ
と
同
時
代
の
方

中
通
は

『数
度
術
』
(
l
六
六
l
年
)
に
お
い
て
'
九
章
の
順
序
を
か
れ
の
数
学
観
に
基
づ
い
て
襲
え
て
し
ま
う
｡
す
な
わ
ち
'
勾
股
章
'
少
鹿
茸
'
方

田
章
'
商
功
章
'
差
分
章
'
均
輪
葦
'
盈
胴
章
へ
方
程
章
'
粟
布
章
と
な
っ
て
い
る
｡
中
通
が
勾
股
を
冒
頭
に
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
か
れ
の

教
学
に
た
い
す
る
考
え
方
と
か
か
わ
り
が
あ
り
'
後
で
簡
単
に
説
明
す
る
｡

1
七
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
栂
責
成
の

『埼
倒
算
法
統
宗
』
は
'
組
父

の
文
鼎
の
九
章
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
日
次
に
よ
れ
ば
'
方
田
'
粟
布
'
差
分
'
少
贋
'
商
功
'
均
輸
'
盈
胴
'
方
程
'
句

梅

文

鼎

の
数

学

研

究



東

方

畢

報

股
と
な
っ
て
お
り
'
九
章
の
篇
目
の
名
稀
は

l
廠
固
定
t
た
と
言
え
る
.

と
こ
ろ
が
梅
文
鼎
は
九
章
算
術
的
な
形
式
に
と
ら
わ
れ
て
'
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
受
入
れ
た
の
で
は
な
く
'
数
学
の
内
容
と
い
う
本
質
的
側
面
か

ら
出
著
し
た
｡
そ
し
て
そ
の
出
費
過
程
に
お
い
て
'
俸
銃
的
な
九
章
に
は
そ
れ
ぞ
れ
生
か
さ
れ
る
べ
き
本
質
的
な
立
法
の
原
則
が
あ
る
と
い
う
結
論

に
到
達
し
た
の
で
あ
る
｡
か
れ
の
数
挙
上
の
著
作
を
見
て
み
る
と
'
こ
う
し
た
数
学
の
各
篇
目
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
た
だ
け
で
な
く
､
す
で
に

一

世
紀
前
か
ら
新
た
に
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

『幾
何
原
本
』
を
中
心
と
す
る
'
西
洋
数
学
知
識
を
も
'
か
れ
の
鰹
系
に
組
み
込
ん
で
理
解
し
よ
う
と

す
る
努
力
を
行
な
っ
た
｡
普
時
流
入
し
た
教
学
'
と
り
わ
け

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
は
､
幾
何
学
的
モ
デ
ル
に
基
礎
を
置
-
天
文
学
を
知
る
上
で
不

可
敏
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

一
万
㌧
梅
文
鼎
は
暦
学
-
天
文
翠
は
数
の
扱
い
に
基
礎
を
置
-
算
数
と
い
う
も
の
な
し
に
は
解
き
得
な
い
も
の
と
考
え
た
｡

そ
れ
は
中
国
と
西
洋
の
天
文
嬰
の
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
論
で
あ
る
｡
中
西
爾
教
拳
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
の
脈
絡
の
な
か

に
お
い
て
'
西
洋
天
文
学
の
理
解
も
同
時
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

か
れ
は
教
学
の
全
鰻
を
'
ど
の
よ
う
に
そ
の
各
分
野
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
か
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡
こ
こ
で
か
れ
の
考
え
を

『方
程
論
』
(
一
六
七
二
年
)
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
｡

そ
れ
敷
革
は

一
な
り
.
こ
れ
を
分
て
ば
す
な
わ
ち
度
あ
り
数
あ
り
｡
度
と
は
量
法
'
数
と
は
算
術
な
り
｡
こ
の
両
者
は
み
な
浅
よ
り
深
に
入
る
.

こ
の
ゆ
え
に
'
量
法
の
も
っ
と
も
挽
き
も
の
は
方
田
'
や
や
進
み
て
少
贋
と
な
し
'
商
功
と
な
し
'
し
か
し
て
句
股
に
極
ま
る
.
算
術
の
も
っ

と
も
浅
き
も
の
は
釆
布
へ
や
や
進
み
て
衰
分
と
な
し
'
均
輪
と
な
し
'
盈
胴
と
な
し
'
し
か
し
て
方
程
に
極
ま
る
｡
方
程
の
算
術
に
お
け
る
は
'

とざ
さ

(ほ
)

な
お
句
股
の
量
法
に
お
け
る
が
ご
と
し
｡
み
な
そ
の
最
精
の
こ
と
は
'
明
ら
か
に
し
や
す
か
ら
ず
｡
し
か
し
て
算
撃
は
関

れ

て
進
取
す
る
な

し

｡

栴
文
鼎
に
よ
れ
ば
'

一
鰹
を
な
す
教
学
は
度
と
い
う
側
面
と
教
と
い
う
側
面
に
二
分
さ
れ
る
｡
度
と
い
う
の
は
量
法
の
こ
と
で
あ
り
､
数
と
い
う
の

は
算
術
の
こ
と
で
あ
る
｡
二
分
さ
れ
た
量
法
と
算
術
の
な
か
に
は
'
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
か
ら
'
深
奥
-
て
解
き
難
い
も
の
ま
で
の
諸
法
が
あ

る
｡
前
者
の
量
法
に
は
､
難
易
度
に
よ
っ
て
方
田
'
少
贋
'
商
功
'
お
よ
び
句
股
と
い
う
段
階
が
あ
る
｡
後
者
の
算
術
に
は
栗
布
'
衰
分
､
均
輸
､

盈
胴
が
あ
り
'
方
程
に
極
ま
る
｡
前
者
の
四
つ
は
'
固
形
的
な
測
量
問
題
を
取
り
扱
う
'
い
わ
ば
幾
何
撃
的
な
も
の
で
あ
-
'
後
者
の
五
つ
は
教
を



取
り
扱
う
代
数
撃
的
演
算
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
｡
中
国
に
俸
統
的
な
九
数
を
二
分
し
て
､
難
易
度
に
よ
っ
て
段
階
わ
け
を
し
た
ば
か
り
で
な

く

西
法
の
数
学
に
つ
い
て
も
同
校
の
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
の
が
'
か
れ
の
考
え
方
で
あ
る
｡
か
れ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
｡

∵∵l

数
学
に
九
あ
り
｡
こ
れ
を
要
す
る
に
す
な
わ
ち
二
支
な
り
｡

一
は
算
術
'

一
は
量
法
な
り
｡
量
法
と
は
長
短
遠
近
'
も
っ
て
そ
の
距
た
り
を
求

む
｡
西
法
は
こ
れ
を
測
線
と
い
う
｡
方
囲

｡
弧
矢

･
幕
積

｡
周
径
'
も
っ
て
あ
い
求
む
o
西
法
は
こ
れ
を
測
面
と
い
う
｡
立
方

･
滞
囲

｡
堆
珠

の
形
は
'
も
っ
て
容
積
を
求
む
｡
西
法
は
こ
れ
を
測
鰹
と
い
う
｡
古
九
章
に
あ
り
て
は
'
す
な
わ
ち
方
田
と
な
し
'
少
贋
と
な
し
､
商
功
と
な

た
が

し
'
句
股
と
な
す
｡
算
術
と
は
消
息
し
て
盈
虚
し
､
乗
除
し
て
進
展
し
'
も
っ
て
多
寡
を
差
う
｡
扱
往
き
も
っ
て
測
来
た
る
｡
西
法
は
こ
れ
を

比
例
と
い
う
｡
子
母
を
通
分
し
､
整
斉
し
て
董

l
に
す
る
｡
つ
き
ざ
る
も
の
は
法
を
も
っ
て
こ
れ
を
命
ず
.
西
法
は
こ
れ
を
崎
零
(小
数
の
こ
と
)

と
い
う
｡
も
し
そ
れ
隠
薙
重
複
し
､
参
錯
し
て
構
え
難
け
れ
ば
'
験
に
即
き
て
幽
を
験
し
､
瞳
を
探
り
て
深
を
窮
む
れ
ば
､
例
の
比
す
る
べ
き

な
し
｡
ゆ
え
に
西
法
は
別
に
借
衰
互
徴
を
立
て
て
も
っ
て
用
と
な
す
｡
ま
た
比
例
な
り
｡
古
九
章
に
あ
り
て
は
､
す
な
わ
ち
莱
布
と
な
し
､
衰

漢

(13)

分
と
な
し
'
均
輪
と
な
し
'
盈
胴
と
な
し
､
方
程
と
な
す
｡
こ
の
二
者
は
'
あ
い
需
ち
て
ひ
と
え
に
厳
す
べ
か
ら
ず
｡

西
法
の
幾
何
撃
へ
す
な
わ
ち
西
法
の
量
法
は
､
線
分
を
扱
う
測
線
'
面
積
を
中
心
と
す
る
平
面
問
題
を
封
象
と
す
る
測
面
'
鰹
積
な
ど
の
立
腹
固
形

を
論
じ
る
測
鮭
に
分
類
さ
れ
る
｡

『崇
砥
暦
書
』
所
収
の

『測
量
全
義
』
十
巻
を
は
じ
め
と
す
る
教
草
書
は
'
い
ず
れ
も
こ
の
分
類
法
に
よ
っ
て
お

り
､
後
の

『数
理
精
薙
』
(
一
七
一
二
年
)
も
や
は
り
こ
の
分
類
を
生
か
し
て
い
る
｡
そ
れ
が
九
葦
の
方
田
､
少
虞
'
商
功
､
句
股
と
対
比
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
.

1
万
㌧

『天
草
初
由
』
所
収
の

『同
文
算
指
』
前
編
二
奄
'
通
編
八
巻
(利
瑞
賢
授
∵
李
之
藻
撰
､
一
六
一
三
年
)
は
∵
苫
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

(;
,

お
け
る
代
数
学
知
識
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
梅
文
鼎
の
許
債
に
よ
れ
ば
､
そ
の
内
容
は
碕
零
と
比
例
と
に
壷
き
る
｡

崎
零
と
は
分
数
の
四
則

計
算
､
比
例
と
は
三
教
法
の
原
理
を
用
い
る
比
例
計
算
の
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
か
れ
に
は
こ
の

『同
文
算
指
』
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
の
代

数
学
的
知
識
は
決
し
て
驚
-
に
嘗
ら
な
い
も
の
で
あ
や
､
む
し
ろ
貧
弱
な
内
容
と
思
わ
れ
た
｡
か
れ
に
と
っ
て
異
に
驚
-
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
た
も

(15
)

の
は
'

『崇
顧
暦
書
』
や

『天
草
初
画
』
な
ど
と
は
異
な
る
径
路
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
封
教
法
で
あ
っ
た
｡
と
も
か
-
'
か
れ
は
西
法
の
算
法
に

つ
･い
て
も
'
九
章
の
算
術
の
五
章
を
対
置
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

梅
文

鼎

の
教

畢

研

究



東

方
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数
学
を
量
法
と
算
法
と
に
二
分
す
る
と
い
う
考
え
方
は
'
寛
は

『崇
顧
暦
書
』
-
『西
洋
新
法
暦
書
』
に
見
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
そ
こ
に
収
め
ら

れ
た

『測
天
約
説
』
に
よ
れ
ば
'
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

度
数
の
撃
は
お
よ
そ
七
種
あ
り
｡
共
に
あ
い
連
綴
し
て
､
初
め
は
二
本
と
な
す
｡
数
と
い
う
｡
度
と
い
う
｡
数
と
は
物
の
幾
何
か
衆
き
を
論
ず
｡

そ
れ
こ
れ
を
用
う
る
は
､
す
な
わ
ち
算
法
な
り
｡
度
と
は
物
の
幾
何
か
大
な
る
を
論
ず
｡
そ
れ
こ
れ
を
用
う
る
は
'
す
な
わ
ち
測
法

･
量
法
な

Ⅴ噸
凸

h
ソ
○

度
数
の
畢
'
す
な
わ
ち
数
学
の
根
幹
を
な
す
も
の
に
は
二
つ
あ
り
'
そ
れ
ら
は
物
の
数
量
的
側
面
を
論
じ
る
'
数
-
算
法
と
'
物
の
大
小
を
論
じ
る
'

皮
-
測
法

･
量
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た

『比
例
規
解
』
は
'

3而
E

度
数
を
論
ず
る
も
の
は
'
そ
の
綱
領
に
二
あ
り
｡

一
に
量
法
と
い
う
｡

一
に
算
法
と
い
う
｡

と
言
う
｡
さ
ら
に

『測
量
全
義
』
に
よ
れ
ば
'

綴
術
の
用
は
ま
た
二
あ
り
｡
そ
の
一
は
､
物
を
総
べ
て
も
っ
て
度
と
な
し
'
そ
の
幾
何
か
大
な
る
を
論
ず
｡
量
法
と
い
う
な
り
｡
そ
の

一
は
'

(18
)

物
を
載
り
て
も
っ
て
数
と
な
し
'
そ
の
幾
何
か
衆
な
る
を
論
ず
｡
算
法
と
い
う
な
り
｡

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
要
す
る
に

『崇
顧
暦
書
』
に
お
い
て
は
､
度
数
の
撃
は
量
法
と
算
法
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
｡
こ
れ
は
梅
文
鼎
が
教
学
の
鰻
系
を
論
じ
る
と
き
の
出
吏
鮎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
か
れ
は
こ
の
考
え
方
を
さ
ら
に
損
大
し
て
'

古
典
数
翠
の
再
認
識
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
最
終
的
に
量
法
を
統
括
す
る
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
句
股
を
置
き
'
算
術
に

た
い
し
て
は
方
程
を
置
く
と
い
う
結
論
に
達
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
か
れ
の
教
撃
に
た
い
す
る
態
度
は
'
単
に
そ
れ
ら
が
二
つ
の
部
分
か
ら
成
立
し
'

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
構
成
す
る
九
教
が
固
有
の
立
法
の
原
則
を
も
ち
な
が
ら
'
難
易
の
度
合
の
位
階
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
が
以
下
に
お
い
て
論
澄
す
る
'
か
れ
の
数
学
研
究
の
基
本
的
な
成
果
で
あ
っ
て
'
そ
の
結
論
は
二
つ
の
論
鮎
に

ま
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
1
つ
は
､
西
洋
の
幾
何
撃
の
影
響
の
も
と
に
存
在
の
慣
値
が
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
へ
中
国
教
学
の
も
う

一
つ
の
重
要
な
側
面
で
あ



る
算
術
を
許
債
し
な
お
す
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
の
中
心
に
方
程
を
位
置
づ
け
'
こ
の
多
元

l
次
数
字
方
程
式
の
定
義
か
ら
出
費
し
て
'
そ
れ
に
新
た

な
意
味
づ
げ
を
行
な
い
'
文
献
批
判
を
も
含
め
た
方
程
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
て
俸
銃
を
生
き
か
え
ら
せ
'
そ
れ
に
よ
っ
て
'
方

程
は
他
の
請
算
法
を
解
-
ば
あ
い
に
も
嬢
張
で
き
る
と
い
う
結
論
に
至
る
｡
も
う

一
つ
は
'
平
面
固
形
か
ら
立
鮭
固
形
ま
で
の
西
法
の
代
表
者
で
あ

る
幾
何
学
や
'
さ
ら
に
天
文
学
の
基
礎
を
な
す
球
面
三
角
法
な
ど
を
'
統

l
的
に
理
解
で
き
る
原
則
を
蒙
見
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
が
句
股
の

法
で
あ
っ
た
｡
こ
の
句
股
法
に
よ
っ
て
､
西
法
の
幾
何
学
を
把
握
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
か
れ
の
言
葉
を
借
り
て
表
現
す
る
と
'

国

雄
法
は
方
程
を
御
す
あ
た
わ
ず
｡
し
か
し
て
方
程
は
よ
く
薙
法
を
御
す
｡

廟

諸
法
は
句
膿
を
治
め
る
あ
た
わ
ず
｡

し
か
し
て
句
股
は
諸
量
法
を
治
む

(球
面
三
角
法
に
つ
い
て
は
こ
う
述
べ
て
い
る
.
全
都
の
暦
書
は
み
な
孤
三
角
の

理
､
す
な
わ
ち
み
な
句
股
の
理
な
り
)
｡

と
な
る
｡

こ
の
二
鮎
に
つ
い
て
論
じ
る
前

に

'
か
れ
が
行
な
っ
た
教
学
の
研
究
の
主
要
な
対
象
'
お
よ
び
そ
の
な
か
で
特
に
見
る
べ
き
も
の
に
つ
い

(-i;)

て
'
簡
単
に
紹
介

し
て
お
き
た
い
｡

H

梅
文
鼎
の
数
学
研
究

明
代
の
数
学
を
考
え
る
と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
珠
算
法
で
あ
る
よ
う
に
､
晴
代
の
数
学
を
考
え
る
と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
筆

算
法
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
こ
の
筆
算
法
の
確
立
に
お
い
て
'
も
っ
と
も
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
の
が
栴
文
鼎
だ
と
言
え
る
｡

一
六
九
三
年
に
刊
行
さ

れ
た

『筆
算
』
全
五
巻
は
'
こ
の
筆
算
法
を
取
り
扱

っ
た
も
の
で
あ
り
'
こ
の

『筆
算
』
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
も

の
は
､

言
う
ま
で
も
な
-

『
同
文
算
指
』
で
あ
っ
た
｡
内
容
面
に
お
け
る
問
題
鮎
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
西
洋
的
形
式
を
用
い
て
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
大
き
な
問

(20
)

題
が
あ
っ
た
｡
も
ち
ろ
ん
'

『
同
文
算
指
』
の
内
容
は
ク
ラ
ビ
ウ
ス
の
数
学
書
だ
け
で
な
-
'
中
国
の
数
学
書
か
ら
採
用
さ
れ
た
部
分
も
多
い

｡

こ

れ
ら
が
い
わ
ば

『
同
文
算
指
』
風
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
栴
文
鼎
は
数
学
の
展
開
株
式
に
つ
い
て
'

『
同
文
算
指
』
と
は
異
な
る
立
場
に

梅
文
鼎

の
教

撃

研

究
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立
つ
｡
九
章
に
は
九
章
に
固
有
の
解
法
が
あ
る
か
ら
'
そ
れ
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
も
の
は
固
有
の
解
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
｡
算
術
の
前
提
に
位

置
す
る
命
数
法
'
整
数
や
分
数
の
加
減
乗
除
の
四
則
計
算
'
開
方
法
な
ど
は

『筆
算
』
に
お
い
て
'
計
算
を
機
械
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
方
法
'
す

な
わ
ち
計
算
器
具
を
使
用
す
る
算
法
は

『纂
算
』
(
1
六
七
八
年
)
に
お
い
て
論
じ
'
ま
た
比
例
規
な
ど
の
計
算
尺
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

『皮

算
樺
例
』
(
l
七
1
七
年
)
に
お
い
て
考
謹
す
る
｡
そ
れ
が
か
れ
の
考
え
方
で
あ
っ
た
｡

筆
算
に
よ
っ
て
行
な
う
計
算
法
は
'
常
時
は
今
日
の
も
の
と
は
も
ち
ろ
ん
異
な
っ
て
い
た
｡
し
か
し
､

『同
文
算
指
』
の
筆
記
法
は
横
書
き
で
あ

っ
て
'
左
か
ら
右

へ
運
算
を
行
な
う
乳
在
と
同

一
の
書
き
方
に
よ
っ
て
い
る
｡
こ
の
筆
記
法
に
つ
い
て
'
梅
文
鼎
は

『筆
算
』
の

｢
自
序
｣
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
速
べ
て
い
る
｡

い
わ
-
｡
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
'
子
は
何
を
も
っ
て
衛
を
か
え
て
直
と
な
す
や
｡
い
わ
-
｡

穿
行
す
る
も
の
は
西
国
の
書
な
り
｡
天
方
図
の
字

は
右
か
ら
左
に
ゆ
き
､
欧
遵
巴
の
字
は
左
か
ら
右
に
ゆ
-
｡
み
な
衡
に
列
し
て
行
と
な
す
｡
か
の
中
の
文
字
は
こ
と
ご
と
-
然
る
な
り
｡
か
の

文
字
は
す
で
に
衡
'
ゆ
え
に
筆
算
も
ま
た
衡
な
る
は
'
そ
の
か
の
用
に
便
な
る
を
取
る
の
み
｡
わ
れ
と
異
な
る
を
求
め
る
に
あ
ら
ず
｡
わ
が
文

ほ
こ

字
は
す
で
に
直
'
ゆ

むゝ
に
筆
算
を
よ
ろ
し
く
直
と
す
る
は
'
ま
た
そ
の
用
に
便
な
る
を
取
る
の
み
｡
彼
に
勝
る
を

斡

る
に
あ
ら
す
｡
問
う
も
の

(21)

も
つ
て
然
り
と
な
す
｡

さ
ら
に
'
そ
の

｢車
凡
｣
に
お
い
て
'

筆
算
は
横
を
か
え
て
直
と
な
し
'
も
っ
て
中
土
に
便
な
ら
し
む
｡
け
だ
し
直
下
し
て
書
-
も
の
は
'
中
土
の
聖
人
の
啓
に
し
て
'
吾
人
の
習
う

(22
)

と
こ
ろ
な
り
｡
薫
算
の
直
を
か
え
て
横
と
な
す
の
と
'
そ
の
理
は
正
に
同
じ
な
り

｡

と
書
い
て
い
る
｡
ア
ラ
ビ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
横
書
き
形
式
が
そ
れ
ら
の
土
地
の
筆
説
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
'
中
文
の
ば
あ
い

は
縦
書
き
に
よ
っ
て
筆
算
を
行
な
う
の
が
便
利
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
中
国
人
に
と
っ
て
不
自
然
で
あ
っ
た

『同
文
算
指
』
の
筆
算
形
式
と
は
異
な

る
'
縦
書
き
形
式
に
改
め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
'

『筆
算
』
に
お
い
て
は
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
計
算
式
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
方
中

通
が

『数
度
術
』
巻
二
の

｢
筆
算
｣
に
あ
げ
て
い
る
固
式
は
'
左
か
ら
右

へ
の
横
書
き
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
少
な
-
と
も
こ
れ
が
書
か
れ
た
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二
寸

二

〇
二
四
九

叫
+
.G
酸
今
岡
面

i)

五

二

-I

九-1㌻五決
裁 塵

(1) 乗法

『筆算』二
300.58×905=272024.90

:I::､

九 位 早△
｣｣
ノヽ

#

左f 置

(2) 除法 (除数が一桁の場合)
『筆算』二

21114÷6=3519

十

十
.

苛

へ
封
石
川｢
仙川

El'':-

暦

仁
和
町
鋤
鯉

r

△
八
八
法

南
儀
.介
楚

『敷皮桁』二
468×325=1497600

1

『数度桁』二
76048÷8=9506

桓薮.;i･:
･LFl･･甘:

(3) 除法 (除数が二桁以上の場合)

『筆算』二

三九掴
璽璽璽璽竪璽甥三-五二
二面九七二

『同文算指』前編上
398×38=14972

I.LIZI.zLEI.-.I.至:･I;I-_･.皇

『同文算指』前編上
76048÷8=9506

『敷皮桁』二 『同文算指』前編上

8668÷88-98･5 653÷56-11繰 り15 1832487÷469-3907放 り104

固 1 乗法と除法の比較固｡(2),(3)で明らかなように, 『同文算指』の除法はガレー

算 (Galleymethod)によっており,『敷皮術』はこれを踏襲した｡算例も同じ
ものが見られる｡
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〓
ハ
六

一
年
の
常
時
に
は
'
構
文
鼎
と
は
異
な
る
筆
算
法
が
な
さ
れ
て
い
た
｡
文
鼎
の

『筆
算
』
に
な
っ
て
'
便
利
性
と
い
う
面
か
ら
『同
文
算
指
』

的
な
形
式
が
全
面
的
に
書
き
か
え
ら
れ
た
｡
同
じ
筆
算
法
を
論
じ
て
は
い
て
も
'
両
者
の
計
算
固
式
は
こ
の
鮎
に
お
い
て
大
き
な
相
違
を
見
せ
て
い

る
｡
あ
る
意
味
で
'
梅
文
鼎
の
教
学
は
中
国
的
展
開
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
も
ち
ろ
ん
内
容
に
お
い
て
も

『同
文
算
指
』
と
は
異
な

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

一
般
的
に
言
え
ば
'

『筆
算
』
の
乗
法
は

『同
文
算
指
』
の
も
の
と
比
較
し
て
や
や
繁
雄
で
は
あ
る
が
'
除
法
の
ば
あ
い

(23)

は

『筆
算
』
の
方
が
す
っ
き
り
と
し
て
い

る

｡

両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
'
固
を
掲
げ
て
お
こ
う

(固
一
参
照
)
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
'
梅
文
鼎
が
位
取
り
に
つ
い
て
特
に
心
を
配
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡

こ
の
定
位
法
は
､

『勿
奄
暦
算
書
目
』
の

｢
西
鏡
銀
訂
註

一
巻
｣
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

『同
文
算
指
』
に
は
見
ら
れ
な
い
が
'

『西
鏡
錬
』
(作
者
不
詳
)
に
な
っ
て
は
じ
め
て
出
現
す
る
｡
か

れ
は
こ
の
寓
本
に
誤
撃
等
の
多
い
こ
と
か
ら
'
そ
れ
に
訂
註
を
加
え
た
｡
乗
法
の
圏
の
四
角
で
囲
ま
れ
た

｢根
｣
と
い
う
文
字
が
そ
れ
を
示
し
て
い

る
｡
小
数
の
コ
ン
マ
に
常
る
も
の
で
あ
る
｡
同
様
の
操
作
が
除
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
｡
自
動
的
に
結
果
の
名
数
が
読
め
る
よ
う
に
'
単
位
に

留
意
し
た
計
算
式
が
作
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
乗
法
や
除
法
は
'

『筆
算
』
の
第
二
巻
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
'
第

一
雀
は
列
位
法
に
つ
い
て
'

第
三
雀
は

｢異
爽
同
除
｣
'
す
な
わ
ち
三
教
法
(西
法
の
三
率
法
)
お
よ
び
そ
の
鷹
用
に
つ
い
て
'
第
四
巻
は

｢
通
分
｣
'
す
な
わ
ち
分
数
の
四
則
計
算
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
第
五
巻
は

｢開
方
術
｣
'
つ
ま
り
開
平
方
'
開
立
方
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
附
銀
と
し
て
'

『梅
氏

叢
書
輯
要
』
(梅
穀
成
編
､
一
七
六
l
年
)
に
よ
れ
ば

『方
田
通
法
』
(
1
六
六
四
年
)
の
ほ
か
に
'

『古
算
器
考
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
特
に
後
者
は
珠
盤

の
起
源
に
つ
い
て
考
琵
し
た
す
ぐ
れ
た
短
篇
で
あ
る
.

梅
文
鼎
の

『筆
算
』
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
筆
算
法
は
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
故
武
田
楠
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
程
大
位
の

『新
編
直
指

算
法
統
宗
』
(
l
五
九
二
年
)
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
寓
算
へ
す
な
わ
ち

｢鋪
地
錦
｣
は
'
形
式
は
全
-
異
な
る
と
は
言
え
'
や
は
-
筆
算
に
よ
っ
て
機
械

的
に
計
算
を
行
な
う
固
式
で
あ
っ
た
｡
方
中
通
は

『敷
皮
街
』
に
お
い
て
こ
の

『算
法
統
宗
』
の
も
の
と
同

一
の
問
題
を
引
用
し
て
い
る
｡
文
鼎
も

や
は
り
こ
の
鋪
地
錦
に
言
及
し
て
い
る
が
'
特
に
論
じ
て
は
い
な
い
｡
か
れ
の
関
心
は
'
命
数
法
か
ら
始
ま
っ
て
'
主
と
し
て
加
減
乗
除
の
四
則
計

算
を
筆
算
法
に
よ
っ
て
統

l
的
に
論
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
程
大
位
の
寓
算
か
ら
梅
文
鼎
の
筆
算
へ
の
襲
化
が
用
意
し
た
'

｢文
人
の
役
に
た
つ
'



も
っ
と
も
便
利
な
｣
(『筆
算
』
l

護
凡
)′方
法
の
確
立
は
'
晴
代
中
期
の
中
算
撃
の
復
興
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

『筆
算
』
の
第
五
巻
'
お
よ
び

『筆
算
』
の
第
二
雀
に
は
開
方
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
開
方
法
に
つ
い
て
特
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
'

構
文
鼎
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て
説
明
で
き
よ
う
｡

蕊

測
量
句
股
は
す
べ
て
開
方
に
侍
つ
｡
開
方
に
卒
あ
-
立
あ
る
も
'
し
か
も
平
の
用
は
博
し
｡
そ
の
賓
あ
り
て
法
な
き
を
も
つ
て
の
ゆ
え
に
､
別

たす
(24)

に

一
術
と
な
し
'
も
っ
て
乗
除
の
窮
ま
る
と
こ
ろ
を

佐

-

｡

す
な
わ
ち
､
方
程
等
の
計
算
に
と
っ
て
乗
除
算
が
敏
-
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
､
句
股
法
の
計
算
に
は
開
方
の
法
が
重
要
な
役
割
を
果
す
｡

し
か
も
そ
れ
は
四
則
計
算
で
は
行
な
い
得
な
い
計
算
を
可
能
に
す
る
｡
開
方
法
に
は
'
二
乗
根
を
求
め
る
開
平
方
法
と
'
三
乗
根
を
求
め
る
開
立
方

法
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
は
方
眼
を
求
め
る
べ
き
､
平
方
数
や
立
方
教
が
あ
る

(賓
あ
り
)
が
'
除
数
に
相
常
す
る
も
の
は
な
い

(法
な
し
)
｡

つ
ま
り
開

方
法
は
猶
立
の
計
算
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡
数
学
の
全
鮭
を
か
れ
が
ど
う
考
え
た
か
を
示
す
文
章
で
あ
る
｡
量
法
や
算
術
の
諸
法
の
根
幹
と
し
て
'

筆
算
や
蓋
算
'
さ
ら
に
度
算
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
が
す
べ
て
相
互
に
連
関
性
を
も
た
せ
て
把
握
さ
れ

た
の
で
あ
る
｡

次
に

『慧
算
』
二
巻
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
｡

『梅
氏
叢
書
輯
要
』
に
は
二
巻
に
な
っ
て
い
る
が
､

一
六
七
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
と
き
は
七
巻
で

あ
っ
た
｡

『筆
算
』
と
の
重
複
を
避
る
た
め
に
二
巻
に
な
さ
れ
た
｡
内
容
的
に
は
､

『崇
顧
暦
芦
出
所
収
の

『慧
算
』
(羅
雅
谷
撰
)を
忠
寅
に
紹
介
し

(25
)

た
も
の
と
言
え
よ

う

｡

す
な
わ
ち
､
ど
の
よ
う
な
原
理
に
も
と
づ
い
て
､
ど
の
よ
う
な
材
料
を
用
い
､
ど
う
薫

(算
木
)
を
作
成
す
る
か
と
い
う
こ
と

か
ら
'
そ
れ
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
計
算
を
行
な
う
か
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
ま
た
'
薫
算
法
を
使
用
す
れ
ば
便
利
な
乗
法
や
除
法
､
さ
ら
に
開
平
方

法
や
開
立
方
法
等
の
計
算
法
に
つ
い
て
論
じ
る
｡
ま
た
､
こ
の

『筆
算
』
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
鮎
は
'

『筆
算
』
と
同
じ
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ

(26
)

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
も
と
も
と
算
筆
は
縦
に
長
い
策
で
'
そ
こ
に
横
書
き
の
数
学
が
刻
ま
れ
て
い

た

｡

梅
文
鼎
は
そ
れ
を
横
に
し
て
､
縦
書
き
に

漢
教
学
を
刻
ん
だ
も
の
に
改
め
た
｡
こ
れ
は

『筆
算
』
に
お
い
て
記
数
法
を
改
め
た
の
と
同
じ
考
え
方
に
よ
る
｡
文
鼎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

原
法
は
横
に
吾
-
｡
ゆ
え
に
直
薫
を
用
う
｡
黛
が
直
な
れ
ば
積
数
は
横
｡
か
の
中
文
の
字
は
賓
は
横
書
を
用
う
｡
い
ま
は
直
に
書
-
｡
ゆ
え
に

梅
文

鼎

の
教

学

研

究
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(1)直筆(『崇禎暦書』所収羅雅谷撰『筆簸』-)

式 葦 ノ,-潔,

=､ji/gl頑 へさ′九三･･皇:'t5･ヒ二年こ:/
/軍､二狼 男Y=＼宵._/ttn 兵＼

式 費 七 第

F壱耶 二コ
トY,17{JLTT(茎､.盛､I'/.(､,二.1･4/亡.

式 萄 八 第

式 萄 九 第

∇ヽ轡 云メ連座少詔 書天ヲこ7

.I,-.V･:､.和 T∴言/･し.･て l

式 苦 h'/.I;L:
皿 八二ノしノし人Jこ入⊃1

.一~＼ .ヽ~､了､一一､･~､Y.~ヽ(1｢

式 等 一 第

ト'.ノし人ス五二二人ンGU揖
摩 .′亘正 ､(.-?拍JT膚 /三y芸∈当

式 :上 ∴弟

工IJ一一∴ 一､Ill､_.･')､/
幽 ′画＼I/Ⅱ二側

式 等 三 第

｢登:.;-::二 ..:.I.i;:三 益 lI::
式 寄 凹弟

霊 宝 :.,LI',IE 志立 志 :

式 等 五 男

丑亡過 W jm ど

第一行第二1tT肇三石弟四行第五石山野人祈第七わ乍′‥＼･ーノ′イー第･･㌦行第一行第二行革二二日第四不易九和寒｣ハ(;弟七宥弟八行弟九石
(2)横箸(梅文鼎『筆算』-)

園2算等の比較

､､､∴二 ､.



横
善
を
用
う
｡
薫
の
横
な
れ
ば
す
な
わ
ち
積
数
は
直
な
-
｡
そ
れ
理
は

一
な
-
｡
ま
た
数
便
あ
-
｡
上
よ
-
下
に
ゆ
-
は
'
す
な
わ
ち
中
土
の

筆
墨
の
宜
'
寓
す
る
に
便
な
る
は

1
な
-
｡
両
年
固
は

l
位
に
合
す
｡
教
を
査
す
る
に
便
な
る
は
二
な
-
｡
滴
数
は
賓

(教
)
と
平
行
す
｡
位
を

｢√ご

定
む
に
便
な
る
は
三
な

り

｡

直
薫
と
構
築
を
廿
較
す
る
た
め
に
'

『崇
顧
暦
書
』
と

『梅
氏
暦
算
全
書
』
の
圏
を
掲
げ
て
お
-
｡
直
黛
を
積
善
に
改
め
た
こ
と
の
ほ
か
に
､
か
れ

は
二
つ
の
牛
固
形
に
よ
っ
て
､
斜
線
を
入
れ
た

一
駒
を
置
き
か
え
て
い
る
｡
こ
う
し
た
ば
あ
い
は
'
結
果
を
蔑
み
取
る
上
で
誤
り
が
少
な
い
の
と
'

商
数
が
計
算
に
用
い
ら
れ
る
算
薫
と
平
行
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
か
ら
'
位
が
定
め
や
す
い
と
い
う
便
利
さ
が
あ
る
｡

こ
の
蓋
算
を
も
っ
と
も
早
-
紹
介
し
た
の
は
明
末
の
陳
蓋
講
で
'
か
れ
の
著
書
の

『度
測
』
(
一
六
四
〇
年
)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
方
中
通
も
こ
の

計
算
用
の
算
蓋
に
注
目
し
た
(『敷
皮
術
』
第
五
雀
)｡
し
か
し
横
箸
に
し
た
の
は
梅
文
鼎
で
あ
っ
た
｡
後
に
戴
震
(
l
七
二
四
1
七
七
)
は
慧
算
の
こ
と
を
策

算
と
呼
ん
だ
｡

そ
の
撰
者

『策
算
』

一
奄
(
一
七
四
四
年
)
は
'
牛
固
形
に
よ
っ
て
桁
を
匝
別
す
る
こ
と
を
止
め
'

も
と
の
斜
線
に
掃
し
た
が
､
梅
文

鼎
の
構
築
の
形
式
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
算
筆
は
'
も
と
も
と
封
教
法
の
吏
明
者
の
ジ

ョ
ン
=
ネ
ィ
ピ
ア

Joh
n
N
a
p
ier
(
二
九
五

〇
1
1
六
一
七
)
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
が
へ

早
-
も

一
六
二
八
年
に
は
中
国
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
次
に
述
べ
る

比
例
規
と
と
も
に
'
中
国
の
数
学
者
た
ち
の
関
心
を
引
-
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
梅
文
鼎
は
､
こ
の
計
算
法
を
中
国
に
定
着
さ
せ
る

と
い
う
鮎
に
お
い
て
'
特
に
目
立
っ
た
活
躍
を
示
し
た
｡
単
な
る
模
倣
を
乗
り
越
え
て
'
俸
統
的
な
面
と
の
達
綾
と
い
う
こ
と
に
細
心
の
注
意
を
操

っ
て
'
こ
う
し
た
計
算
シ
ス
テ
ム
を
論
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(28
)

次
に
比
例
規

(P
r.p.rti.naL
C.mpa
s
s)
に
つ
い
て
解
れ
て
お
こ

う

.

比
例
規
と
は
'
あ
る
比
例
関
係
を
別
の
比
例
関
係
に
移
し
換
え
る
比
例
計
算

用
の
コ
ン
パ
ス
で
あ
っ
て
'
ガ
リ
レ
オ
が

一
五
九
七
年
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
｡

『崇
顧
暦
書
』
に
は
徐
光
啓
と
羅
雅
谷

Jacques

R

b｡
の
手

に
な
る

『
比
例
規
解
』

一
巻
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
す
で
に
陳
蓋
講
や
方
中
通
な
ど
は
'
そ
の
う
ち
の
平
分
線
な
ど
の
l
部
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た

が
'
文
鼎
は

l
七

l
七
年
に

『度
算
鐸
例
』
二
巻
を
刊
行
し
て
'
蓋
叢
の
尺
算
の
用
法
'
あ
る
い
は
弟
の
文
罪
の
得
た
算
例

(『比
例
規
用
法
傾
如
』二

七
〇
三
年
)
な
ど
を
参
酌
し
な
が
ら
､
か
れ
が
ま
と
め
た
比
例
規
に
か
ん
す
る
論
鮎
を
明
ら
か
に
し
た
｡

『
比
例
規
解
』
に
即
し
て
'
か
れ
が

『度
算

梅
文

鼎

の
数

学

研

究
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揮
例
』
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た
論
鮎
は
'
次
の
三
鮎
に
要
約
で
き
る
｡

困

羅
雅
谷
の

『
比
例
規
解
』
の
な
か
の
誤
-
を
正
し
た
｡

二
四
八

表 1 比例規の名稀の比較表

ガリレオの原著によれば,平分線は算術線,分両線は幾何線,

更面線は多面線,分体線は立体線,金線は金属線のことである
(GalileoGal ilei;LeOperazionidelCompassoGeometricoe
Mililere,1606,Padua)0

佃

同
書
に
お
け
る
わ
か
-
に
-
い
と
こ
ろ
'
お
よ
び
講
に
含
ま
れ
て

い
る
混
同
を
改
め
た
｡

制

潜
時
使
用
さ
れ
て
い
た
術
語
に
照
ら
し
合
せ
て
､
読
者
が
理
解
し

や
す
い
よ
う
に
し
た
｡

以
上
'
簡
単
に
比
例
規
に
つ
い
て
解
れ
た
が
'
比
例
規
の
種
類
に
つ
い

て
は
資
料
ご
と
の

一
覧
表
を
掲
げ
て
お
こ
う

(表
一)
｡

『数
理
精
薙
』
が

梅
文
鼎
の
使
用
し
た
術
語
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
｡

な
お
五
金
線
と
い
う
の
は
'

主
要
な
金
属

(水
銀
､
鉛
'
銀
'
銭
'
錫
)
に
つ

い
て
'
金
に
た
い
す
る
比
重
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
附
碁
と
し
て
'

こ
う
し
た
金
属
の
ほ
か
に
､
蝋
と
か
蜜
や
羽
毛
な
ど
の
非
金
属
に
つ
い
て
'

物
質
の
比
重
に
か
ん
す
る
議
論
が
な

さ
れ

て

い
る
｡

『重
量
儀
象
志
』

(
一
六
七
三
年
)
な
ど
を
通
じ
て
流
入
し
て
き
た
'
ガ
-
レ
オ
の
静
力
学
が
反

映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
無
税
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
｡

梅
文
鼎
が
取
り
扱
っ
た
数
学
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
以
上
の
ほ
か
に
'

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
の
讃
明
､
囲
周
率
問
題
へ
パ
ス
カ
ル
三
角
形

(二
項
展
開
係
数
)'
高
次
方
程
式
論
な
ど
に
猪
剣
的
な
と
こ
ろ
が
多
い
｡
こ
の
う
ち
'

画
周
率
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
囲
周
率

7F
の
数
値
が
歴
史
的
に
見
て
ど
の
よ
う
に
精
密
化
さ
れ
て
き
た
か
'
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら



導
入
さ
れ
た
値
は
ど
う
評
慣
さ
れ
る
か
'
そ
し
て
か
れ
は
ど
の
よ
う
な
数
値
を
求
め
た
か
t
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
鮎
で
あ
る
｡

囲
周
率
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
'

『平
三
角
撃
要
』
五
奄
'

『幾
何
補
編
』
西
巻

(
一
六
九
二
年
)'

『万
国
幕
積
読
』

一
巻
(
1
七
1
0
年
)
な
ど
の

な
か
で
あ
る
｡
か
れ
が
考
護
を
行
な
っ
た
資
料
に
は
'

『
九
章
算
経
』
の
劉
微
の
割
園
術
'
元
代
の
趨
友
鉄
の

『草
象
新
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢
乾
象
周
解
法
｣
､

あ
る
い
は
郭
守
敬
の

『授
時
暦
』
な
ど
が
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
正
弦
を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
方
法
に
つ
い
て
園
を
附

∵

(2) 元越友欽 『草象新書』の乾象周解法

Ⅰ

(1) 『九章算経』劉徽割園術

固3 割園術の固解 (『平三角撃要』-補遺 正弦馬八線之主より作圃)

梅
文

鼎

の
数

学

研

究

し
て
'

割
園
の
法
は
'
み
な
句
膿
を
園
内
に
作
り
'
も
っ
て
先
に
正
弦
を
得
る
｡
ゆ
え
に
古

人
は
た
だ
正
弦
を
用
う
｡
ま
た
足
ら
ざ

る
こ
と
な

し
｡
い
ま
は
割

･
切
の
諸
線
を
用

(29
)

う
る
も
､
み
な
正
弦
よ
り
生
ず
る
な
り
｡

と
逓
べ
て
い
る
(固
三
参
照
).
囲
周
率
を
求
め
る
と
き
正
弦
の
法
だ
け
で
十
分
だ
と
述
べ
て
い
る

の
は
'
割
園
術
が
句
股
法
に
基
礎
を
置
-
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
｡
劉
微

の
得
た
値
は
三
二

四
有
奇
で
あ
っ
た
｡
趨
元
鉄
の
値
は
三
二

四

一
五
九
二
で
あ
っ
て
'
組
仲

之
の

一
一
三
分
の
三
五
五
と
よ
-
合
う
｡
組
仲
之
の
こ
の
値
は
密
率
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ

た

が
'
か
れ
は
別
に
七
分
の
二
二
を
得
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
方
法
は
､
西
法
-

『
西
洋
新
法
暦

書
』
に
述
べ
ら
れ
た
囲
周
率
を
求
め
る
方
法
と
同
様
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
郭
守

敬
の
値
に
近
い
数
値
を
あ
げ
て
い
る
西
法
涯
が
'

｢
古
人
は
た
だ
径

l
国
三
を
知
る
の
み
｣
と(30

)

決
め
つ
け
た
こ
と
に
た
い
し
て
'
か
れ
は

｢
い
ま
だ
深
-
考
え
ざ
る
な
り
｣
と
論
駁
し
て
い

る

｡

さ
き
に
王
錫
闇
は

『暁
庵
新
法
』
(
l
六
至

年
)
に
お
い
て
'
N

-
三

二

四

一
六
を
採
用
し

た

が

へ

『幾
何
補
編
』
奄
五

(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
は
全
四
巻
で
あ
る
が
'
『梅
氏
暦
算
全
書
』
で
は
五
巻
と
な

っ
て
い
る
)
に
お
い
て
､
梅
文
鼎
の
門
弟
た
ち
の
決
定
し
た
値
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
囲

二
四
九



東

方

畢

報

二
五
〇

警

固
の
面
積
と
の
比
例
に
よ
っ
て
芸

決
寄

る
も
の
で
あ
っ
た

(-

と
し
て
,
Kr2-
S
を
利
用
す
る
)
｡

楊
作
枚
は

w
I
3･142855
38
4

>
}2,
託

興
泰
は

7CI
3.14159265
を
求
め
た
｡
か
れ
自
身
は

『方
囲
碁
積
読
』
に
お
い
て
､
7T
I
S.14)59265
を
求
め
た
(
云

1
0
年
)｡
こ
の
有
数
数
畢
九

位
ま
で
の
値
を
墓

と
し
て
決
め
る
に
普
っ
て
は
,
か
れ
は
組
仲
之
の
密
率

w
I
鏑

と
の
差
が
き
わ
め
て
小
さ
い
こ
と
,
お
よ
び

『新
法
誓

』

ー

(31
)

の
値
と
近
い
こ
と
を
根
接
に
し
た
と
考
え
て
よ

い

｡

後
の
『数
理
精
蕗
』
に
は
十
九
位
ま
で
囲
周
率
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
の
下
編
撃

一〇
で
は
'

文
鼎
の
定
率
と
同
じ
値
が
蔭
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
幾
何
学
の
問
題
で
見
る
べ
き
も
の
は
'
こ
の
囲
周
率
の
定
率
を
決
定
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
､

(32)

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
の
澄
明
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
'
そ
れ
に
つ
い
て
は
省
略
L
t
次
に
代
数
学
的
側
面
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の

を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

そ
の
ひ
と
つ
は
パ
ス
カ
ル
三
角
形
と
よ
ば
れ
る
二
項
展
開
係
数
((a
+
b),1
を
展
開
し
た
と
き
の
係
数
)
の
問
題
で
あ

る
｡

こ
れ

は

『少
産
拾
遺
』

一
巻

(
一
六
九
二
年
)
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
(冨
う
ま
で
も
な
-
｢少
康
｣
は
九
章
の
一
つ
で
あ
る
)
｡

『少
贋
拾
遺
』
は
開
平
方
'
開
立
方
か
ら
始
ま
っ
て
'

T
二
乗
方

嘗

鞘

功
鮒

㊤書
CI::,(I-.〕芳
@@㊥勇

㊧C)㊦㊨男
㊤㊨⑤㊨㊧勇

㊨㊤㊨⑥⑥㊤裏

㊤㊦㊨⑤⑥㊦④妻

㊨君⑥@㊥⑥⑧㊨鼻

a)⑫⑧㊧)⑨⑧倉⑥㊦農

㊧⑧⑧⑬色相 翰⑬⑥㊤毒
草･②舘館鴎⑲⑳銅線(,I_g)e)
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L_廉廉 威頻 尿 慮_廉威 風 虜
廉率作法本原固(左)と廉率立成固(右)0

梅
文
鼎
の
術
語
を
借
-
れ
ば
'

｢諸
東
方
を
開
-

(閑
話
東
方
)｣
'

す
な
わ
ち
任
意
の
方
根
を
求
め
る
開
方
法
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

で
あ
る
｡
そ
の
基
礎
に
位
置
す
る
の
が
二
項
係
数
の
問
題
で
あ
る
｡

二
項
係
数
が
構
成
す
る
パ
ス
カ
ル
三
角
形
に
つ
い
て
'

『少
虞
拾

遺
』
に
卑

見
る
も
の
と
し
て
､
聞
方
求
廉
率
作
法
本
原
園
と
簾
率

立
成
(囲
)
と
を
圃
四
に
掲
げ
て
お
-
｡
ひ
と
つ
は
典
型
的
な
パ
ス

カ
ル
三
角
形
で
あ
っ
て
､

八
乗
方

ま
で

の
係
数

1
積
数

｡
廉

率

･
隅
算
-

が
措
か
れ
て
い
る
｡
も
う
ひ
と
つ
は
積
数
と
隅
算

を
省
略
し
た
も
の
で
'
平
方
'
立
方
か
ら
始
ま
っ
て
十
二
乗
方
ま

で
の
廉
率

-

1
廉

二

1廉
-
-
･十
二
廉

-

の
国
が
示
さ
れ
て



宵

か
動
風

軒
雅
浩
凍
原
国
師
調
新
雪

萎

諸

囲4 『少廉拾遺』一における聞方求

い
る
｡
か
れ
は

一
l
世
紀
の
宋
代
に
護
明
さ
れ
た

｢開
方
作
法
本

源
｣

(二
項
式
高
次
葉
展
開
式
係
数
表
)
や
高
次
幕
の
正
根
を
求
め
る
計

算
法
は
言
う
ま
で
も
な
-
､
朱
世
傑
の

『
四
元
宝
鑑
』

(
一

三〇三

午
)
の
八
次
幕

(-
七
乗
方
)
ま
で
の
各
項
係
数
に
つ
い
て
は
見
て
い

(33
)

な
い
｡
か
れ
が
見
た
も
の
は
､

呉
敬

(伝
民
)
の

『九
章
比
額
』
'

周
速
筆
の

『暦
宗
算
禽
』
'

程
大
位
の

『算
法
統
宗
』
で
あ
る
が
､

そ
れ
ら
に
は
い
ず
れ
も
五
東
方

(六
衆
寡
)
ま
で
の
開
方
作
法
本
源

固
し
か
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
､
し
か
も
計
算
例
は
見
ら
れ
な
い
｡

問
題
に
な
る
の
は

『同
文
算
指
』
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
つ
い
て
栂

文
鼎
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

同
文
算
指
は
よ
う
や
-
そ
の
国
を
襲
え
て
'
七
乗
方
の
算
法
を
具
う
る
も
'
用
に
は
適
さ
ず
｡
詮
樺
は
謡
誤
な
き
に
あ
ら
ず
｡
西
鏡
銀
は
そ
の

(34)

固
を
演
じ
て
十
爽
方
と
な
す
も
'
し
か
も
撃
教
は
わ
ず
か
に
平

二
止
･
三
乗
の
一
式
に
詳
し
き
の
み
｡
飴
は
み
な
い
ま
だ
及
ば

ず

｡

『同
文
算
指
』
は
用
に
適
さ
ず
と
'
か
な
り
手
き
び
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
引
用
か
ら
注
目
す
べ
き
も
の
は

『西
鏡
銀
』
で
あ
る
｡

か
れ
の
教
学
研
究
に
た
い
す
る

『西
鏡
錬
』
の
存
在
は
､
富
商
の
問
題
に
限
ら
ず
無
税
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
｡
こ
の
ば
あ
い
に
も
､

『西
鏡
錬
』

に
は
十

一
攻
寄
ま
で
の
二
項
係
数
が
境
大
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
-
'
平
方
根
'
立
方
限
'
四
乗
根
ま
で
を
求
め
た
開
方
法
が
収
め
ら
れ
て
い
た

と
解
鐸
で
き
る
｡
恐
ら
-
は
こ
の

『西
鏡
銀
』
を
足
が
か
り
に
し
て
､
梅
文
鼎
は
展
開
係
数
を

一
撃
に
十
二
乗
方
(十
三
次
葉
)
に
ま
で
高
め
た
の
で
あ

る
｡
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
'
十
三
衆
寡
ま
で
の
方
根
を
求
め
た
､
各
幕
ご
と
の
開
方
計
算
例
を
あ
げ
て
そ
の
解
法
を
説
明
す
る
と
い
う
'
煩
鎖
な
手

績
き
を
な
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
成
果
は
'
後
に
ひ
と
つ
の
典
型
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
を
代
数
学
的
観
鮎
か

ら
見
れ
ば
'
興
味
あ
る
高
次
方
程
式
論
が
か
れ
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る

(後
述
す
る
｢方
程
論
｣
は
多
元
一
次
数
字
方
程
式
論
で
あ
り
'
こ

梅

文

鼎

の
数

学

研

究



東

方

撃

報

こ
で
言
う
方
程
式
と
は
通
常
の
意
味
で
の
方
程
式
論
の
こ
と
で
あ
る
)
0

な
ぜ
な
ら
'
か
れ
の
高
次
開
方
法
は
次
の
よ
う
な
形
式
の
高
次
方
程
式
を
解
-
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

f
(.T)
-
1
n-
A
I
0
(n
I
L,
2
,
),
...)2)

こ
の
方
程
式
を
解
-
た
め
に
パ
ス
カ
ル
三
角
形
が
鷹
用
さ
れ
る
｡
は
じ
め
に
'
こ
の
方
程
式
に
遍
督
な
初
商

x
l
を
選
ん
で
､
f
(x
l)
と
乗
数

A

と

の
差
を
と
る
｡
残
飴
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
飴
賓

A
､
と
名
附
け
る
｡
ふ
た
た
び
へ
こ
れ
を
漸
た
す
も
っ
と
も
近
い
正
の
整
数
を
選
ん
で
'
そ
れ
を
次
商

x
2
と
す
る
｡
さ
ら
に
残
飴
が
あ
れ
ば
三
商

.T
3
を
選
ぶ
｡

こ
う
し
て
'

つ
ぎ

つ
ぎ
と
績
商

x
m
を
通
常
に
と
っ
て
方
根
を
求
め
る
と
い
う
の
が
'

か
れ
が
記
述
し
て
い
る
方
法
で
あ
る
｡
か
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
次
商
ま
で
の
求
め
方
を
代
数
的
に
記
せ
ば
'
次
の
よ
う
に
な
る
｡

初
商

2
1
を
も
と
の
式
に
代
入
し
て
飴
章

A
f
が
残
っ
た
と
き
'
次
の
関
係
が
成
立
す
る
.

f
(a
)
-
f
(x
l)
-
A
､

次
商

x
2
が
こ
の
式
を
満
足
す
れ
ば
'

･,･
･
･
.,
･:
,/

,I
.･J
J

,.
･

,

と
な
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
求
め
る
べ
き
方
根
は
､

J･
,:I,

.

I
,
!

･
.
･
･
･
･
･J
･
.I
,･

･
･
,
･
･
I
-

1l･

x
-
x
L+
x
2

で
あ
る
.
こ
れ
が
滞
足
さ
れ
な
い
ば
あ
い
に
は
'
さ
ら
に
三
商

x
3
以
下
を
と
っ
て
'
同
様
の
事
績
き
を
行
な
え
ば
よ
い
.
さ
て

『少
贋
拾
遺
』
に

よ
れ
ば
'

n,
伎
蝉
恒

,･･-
･,n･
(n
.
1)･範

.
A
.
i),-
････,諦

墨

は
定
率
(廉
率
に
相
普
す
る
も
の
)'

1
r
l,
x
ln.2,....
IT
ln･k,
1..,
.T
l,
･2:1.(
=
))

は
初
商
'
ま
た
定
率
に
初
商
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
た



nx
1,i.i,
圧

1,..

...
"

N

へ

は
汎
積
'
ま
た
こ
れ
に
次
商
､

､

､
二

､

､
/

.,]･l,

.r㌔
,

.

.

1,
.,]

1'･Y.
F
,

.
l
l

......
,

.
r
='L
言

.r

fr.
I

･LX
17-
1
･

x
2,
且

が

匝

x
l
n
･
2
･
3
2
2
,

･3
粛

恒

x

12
･
x
2
n
･
2
,
,l
Xl
･
X
BNIL

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
た

は
定
積
と
よ
ば
れ
て
い
る
｡
か
れ
に
よ
れ
ば
'
こ
う
し
た
高
次
代
数
式
を
定
率
'
初
商
､
汎
積
'
次
商
'
定
積
等
の
用
語
を
用
い
て
表
現
し
た
｡
そ

し
て
'
そ
の
数
値
計
算
は
'
自
ら
の
用
意
し
た
多
-
の
教
表
を
用
い
て
行
な
っ
た
｡
こ
の
ば
あ
い
へ
十
二
乗
方
ま
で
の
廉
率
を
求
め
た
廉
率
立
成
因

が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
｡

以
上
'
梅
文
鼎
の
教
学
の
著
作
の
な
か
か
ら
特
に
見
る
べ
き
も
の
を
拾
っ
て
み
た
｡
次
に
か
れ
が
中
国
と
西
洋
を
含
む
教
学
知
識
の
全
鰹
を
p

い

わ
ば
二
元
的
に
把
握
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
根
濠
と
な
る
'
方
程
と
句
股
に
た
い
し
て
数
学
の
鰹
系
化
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
輿

え
た
の
か
と
い
う
問
題
に
掃
っ
て
み
た
い
｡

Ej

『
方
程
論
』
の
展
開

不
思
議
な
こ
と
に
'
梅
文
鼎
の
数
学
を
取
り
あ
げ
た
従
来
の
数
学
史
家
は
'
か
れ
が
多
大
の
努
力
を
操
っ
て
書
い
た
と
思
わ
れ
る

『方
程
論
』
六

奄
(
一
六
七
二
年
)
の
評
債
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
｡

『方
程
論
』
の
存
在
と
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
'
か
れ
の
教
学
全

鰻
を
把
握
す
る
こ
と
に
結
び
つ
-
と
思
わ
れ
る
｡
教
挙
上
の
過
去
の
業
績
を
近
代
数
学
の
諸
分
野
に
お
け
る
形
成
要
因
と
な
る
成
果
と
い
う
観
鮎
か

ら
の
み
'
科
学
古
典
の
な
か
に
費
見
し
て
行
こ
う
と
す
る
態
度
に
は
落
し
穴
が
あ
る
｡
い
わ
ゆ
る
近
代
科
挙
と
い
う
慣
値
判
断
か
ら
す
れ
ば
'
そ
れ

に
つ
な
が
ら
な
い
過
去
の
す
べ
て
の
す
ぐ
れ
た
科
挙
上
の
成
果
は
'
故
意
に
拾
て
去
ら
れ
て
し
ま
う
か
'
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
'
あ
る
側
面
が
敏

梅
文
鼎

の
数

学

研

究



東

方

嬰

報

二
五
四

如
し
た
虚
像
が
作
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
.
中
国
数
学
の
廟
や
か
し
い
俸
統
は
'
宋
元
時
代
を
最
盛
期
と
し
て
､
後
は
衰
退
の
一
途
を
た
ど
つ
た
と
い

う
言
い
方
は
'
こ
う
し
た
態
度
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
め
小
論
に
お
い
て
､
あ
え
て
見
す
ご
さ
れ
て
き
た

『方
程
論
』
を
持
ち
だ
し
て
'
か
れ

の
叡
尊
を
論
じ
ょ
う
と
す
る
意
園
は
'
梅
文
鼎
が
常
時
の
中
国
に
お
け
る
停
銃
的
な
数
翠
を
'
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
教
学
を
吸
収
し
て
理
解
し
た

上
で
'
再
認
識
L
t
そ
れ
を
い
か
に
復
興
し
て
生
き
た
知
識
に
し
よ
う
と
努
力
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
た
こ
と
か
ち
生
じ
た
も
の
で
あ

る

｡明
代
の
末
期
に
都
諾
さ
れ
た
幾
何
単
に
か
ん
す
る
数
畢
書
は
寅
に
多
い
｡

『天
草
初
画
』
に
収

め
ら
れ
た

『幾
何
原
本
』
六
奄

(
1
六
〇
五
年
)'

『園
容
較
義
』

一
巻

(
一
六
一
四
年
)'

『測
量
法
義
』

1
億
(
〓
ハ
ー
七
年
)､

『句
股
義
』

(
l
六
一
七
年
)'
あ
る
い
は

『崇
顧
暦
書
』
の

『大
測
』
二
奄

(
1
六
三
〇
年
頃
)'

『測
天
約
説
』
(
l
六
三
〇
年
)'

『幾
何
要
法
』
四
巻

(
一
六
三
l年
)､

『割
囲
八
践
書
』

1
奄
'

『測
量
全
義
』
十
巻
な
ど
が
あ
る
.

梅
文
鼎
は
こ
の
あ
り
さ
ま
を
'

(35)

近
-
は
酉
畢
駿
興
し
'
そ
の
句
股
を
言
う
も
の
は
も
つ
と
76'備
わ
れ
り

と
表
現
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
幾
何
学
の
情
況
を
反
映
し
て
､
特
に

『幾
何
原
本
』
を
紹
介
し
た
論
著
が
多
-
書
か
れ
た
｡
代
表
的
な
も
の
を
あ
げ

れ
ば
､
方
中
通
の

『幾
何
約
』
(
l
六
六
l
年
)'
李
子
金
の

『幾
何
易
簡
錬
』
(
1
六
七
九
年
)'
杜
知
耕
の

『幾
何
論
約
』
(
一
七
〇
〇
年
)
な
ど
が
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

『幾
何
原
本
』
を
要
約
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
｡
こ
れ
ら
の
数
学
者
た
ち
に
は
'
九
章
に
つ
い
て
述
べ
た
論
著
も
'
も
ち
ろ
ん

あ
っ
た
｡
ま
た
李
篤
培
の

『中
国
教
拳
固
説
』
の
よ
う
に
'
中
西
の
爾
数
学
の
各
分
野
を
九
章
に
分
類
し
て
収
め
る
と
い
う
'
注
目
す
べ
き
成
果
も

(36)

あ
っ
た
｡
し
か
し
'
こ
う
し
た
幾
何
草
の
流
行
に
押
さ
れ
て
'
方
鍵
を
は
じ
め
と
す
る
算
術
の
側
面
の
存
在
の
影
は
薄
ら
い
で
い
た
と
'
断
言
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
｡
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
が
あ
つ
て
も
'

｢株
守
啓
開
｣
と
梅
文
鼎
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
'
新
し
い
見
解
は
生
れ
ず
'

内
容
に
は
誤
謬
が
含
ま
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
｡
す
で
に
程
大
位
の

『算
法
統
宗
』
に
し
て
も
'
か
れ
の
目
に
は
不
十
分
な
も
の
と
映
っ

た
｡
か
れ
は
こ
う
し
た
賓
情
を
'

方
程
の
ご
と
き
に
至
り
て
は
'
別
に
尊
書
の
讃
す
べ
き
な
し
｡
存
す
る
と
こ
ろ
の
語
例
は
'
ま
た
俗
本
に
乱
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
｡
妄
ら
に



歌
訣
を
増
し
'
立
て
て
腸
古
の
法
と
な
す
.
印
完
の
後
へ
耳
目
を
賢
と
す
る
も
'
方
程
は
ま
た
用
う
.,(
か
ら
ず
｡
つ
い
に
賛
症
の
ご
と
し
｡
周

(37)

官
の
九
数
は
'
ほ
と
ん
ど
そ
の
一
を
敏
-
｡

と
書
い
て
い
る
｡
算
法
の
な
か
で
も
つ
と
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
べ
き
方
程
に
は
'
句
股
の
よ
う
に
専
門
的
な
論
薯
も
な
く
'
算
例
に
も
混
乱

が
入
っ
て
使
用
に
耐
え
な
い
'
無
駄
な
添
え
も
の
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
と
思
わ
れ
た
｡
教
学
は
量
法
と
算
術
よ
り
な
る
と
す
る
か
れ
に
と
っ
て
'

こ
の
あ
り
さ
ま
は
放
置
し
て
お
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

方
中
通
は

『教
度
術
』
に
お
い
て
'
句
股
を
主
と
す
る
数
学
の
一
元
的
な
展
開
を
試
み
た
｡
か
れ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
｡

西
撃
は
精
た
り
｡
中
土
は
博
を
失
す
る
の
み
｡
い
ま
西
撃
を
も
っ
て
九
章
に
挿
し
'
九
章
を
も
っ
て
周
解
に
蹄
さ
ん
｡
周
解
は
ひ
と
り
勾
股
を

言
う
の
み
｡
し
か
し
て
九
章
は
み
な
勾
股
の
生
ず
る
と
こ
ろ
､
ゆ
え
に
勾
股
を
も
っ
て
首
と
な
す
｡
少
鹿
こ
れ
に
次
ぎ
'
方
田
こ
れ
に
次
ぎ
'

(38
)

商
功
こ
れ
に
次
ぎ
､
差
分
こ
れ
に
次
ぎ
'
均
輸
こ
れ
に
次
ぎ
'
盈
胴
こ
れ
に
次
ぎ
'
方
程
こ
れ
に
次
ぎ
'
粟
布
こ
れ
に
次
ぐ

｡

こ
の
主
張
は
'
西
撃
は
九
章
に
蹄
せ
ら
れ
'
九
章
は
周
牌
に
蹄
せ
ら
れ
る
｡
周
解
は
句
股
の
こ
と
だ
け
を
論
じ
る
が
'
九
章
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
生

じ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
九
章
は
生
成
関
係
か
ら
し
て
'
句
股
1
少
庚
1
万
田
-
商
功
-
差
分
卜
均
輸
-
盈
胴
1
万
程
-
粟
布
と
い
う
順
序
に
排

列
で
き
る
と
言
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
に
比
べ
て
'
梅
文
鼎
の
考
え
方
は
二
元
論
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡
さ
き
に
述
べ
た
算
術
の
俸
統
を
失
う
べ

き
で
な
い
と
い
う
考
え
方
か
ら
生
じ
た
か
れ
の
二
元
論
的
な
襲
憩
が
'

『方
程
論
』
を
書
い
た
動
機
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

こ
う
し
た
二
元
論
的
な
立
場
か
ら
'
か
れ
は
算
術
の
重
要
性
を
強
調
す
る
｡
量
法
と
算
術
と
は
､
両
者
が
た
が
い
に
閥
達
し
あ
っ
て
い
る
か
ら
'

ど
ち
ら
か

一
方
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
む
し
ろ
算
術
の
方
が
よ
り
廉
い
有
数
性
を
も
つ
と
断
言
す
る
｡
す
な
わ
ち
'

す-

し
か
り
と
い
え
ど
も
'
算
術
は
も
っ
て
量
法
の
窮
み
を

済

い

'
し
か
も
量
法
は
も
っ
て
算
術
の
麹
を
意
す
べ
か
ら
ず
｡
何
と
な
れ
ば
'
量
る
べ

き
も
の
は
'
そ
れ
見
る
べ
き
な
り
｡
天
下
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
多
し
｡
算
術
に
あ
ら
ず
ん
ば
'
何
を
も
っ
て
こ
れ
を
御
さ
ん
｡
ゆ
え
に

(39
)

量
法
は
窮
ま
り
あ
る
も
'
し
か
も
算
術
は
窮
ま
ら
ざ
る
な
り
｡

と
述
べ
て
い
る
通
り
へ
算
術
は
具
鰹
的
な
形
を
と
っ
て
現
れ
な
い
も
の
に
も
適
用
さ
れ
'
し
か
も
そ
れ
ら
の
奨
化
を
も
含
ん
だ
､
数
値
的
側
面
を
明

梅

文

鼎

の
教

畢

研

究



東

方

畢

報

か
に
し
て
-
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
古
典
教
学
の
算
術
は
簡
潔
に
す
ぎ
て
'
こ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
十
分
に
理
解
さ
れ

な

い｡

一
方
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
俸
え
ら
れ
た
数
学
は
'
測
量
句
股
に
つ
い
て
は
詳
し
-
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
､
算
術
に
お
い
て
は
遺
憾
な
鮎
が

多
-
見
ら
れ
る
｡
特
に

『同
文
算
指
』
に
つ
い
て
は
へ

『方
程
論
』
に
お
い
て
強
い
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
｡
複
候
定
法
に
よ
っ
て
連
立

1
次
方
程

式
を
解
-
過
不
足
算
､
す
な
わ
ち
盈
胴
や
'
連
立
多
元

1
次
方
程
式
の
解
法
で
あ
る
方
程
は
'
も
と
も
と
中
国
数
学
か
ら
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
.

と
こ
ろ
が

『同
文
算
指
』
は
俸
統
教
学
を
襲
化
さ
せ
て
'
そ
れ
ら
を
三
率
法

(三
教
法
)
に
よ
っ
て
統

l
L
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

辞
す
と
こ
ろ
の
同
文
算
指
の
ご
と
き
は
､
大
約
は
三
率
を
用
い
て
'
も
っ
て
古
法
を
襲
え
る
｡
盈
胴

･
方
程
に
至
り
て
は
'
す
な
わ
ち
そ
の
術

は
ま
た
行
な
う
.'(
か
ら
ず
｡
こ
こ
に
お
い
て
古
人
の
法
を
取
り
へ
も
っ
て
こ
れ
を
侍
う
｡
利
氏

(碍
賓
)
の
俸
う
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
｡

(胡
)

.
算
術
の
妙
は
'
盈
胴

･
方
程
に
若
-
な
し
｡
し
か
し
て
泰
西
は
み
な
こ
れ
な
し
｡
こ
れ
九
章
は
そ
の
二
を
開
-
な
-
｡

≡
率
法
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
'
盈
胴
と
方
程
が
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
二
つ
は
'
算
術
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
も
の

で
あ
る
｡

『同
文
算
指
』
は
'

『算
法
統
宗
』
の
盈
隅
の
算
例
と
同
じ
も
の
を
採
用
し
た
｡
ま
た
方
程
と
い
う
項
目
は
沿
え
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
も

ど
ち
ら
も
表
現
を
襲
え
て
論
じ
ら
れ
た
｡
こ
の
結
果
'
九
章
の
な
か
で
も
つ
と
も
重
要
な
盈
胴
や
方
程
の
二
つ
の
計
算
法
が
失
な
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
｡
と
こ
ろ
が
'
中
国
の
俸
統
数
学
を
論
じ
た
人
び
と
も
'

｢啓
開
を
株
守
｣
す
る
に
す
ぎ
ず
'
計
算
法
の
た
て
方
や
算
例
の
分
数
に
も
多
-
の
敏

落
や
錯
乱
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
こ
う
し
て
'
旬
股
と
同
程
度
に
重
要
な
方
程
が
省
略
さ
れ
'
奨
化
さ
せ
ら
れ
て
'
本
来
の
意
味
が
忘
れ
去

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
'

｢
方
程
｣
の
停
銃
を
か
れ
の
新
し
い
数
学
鮭
系
の
な
か
に
生
か
す
こ
と
が
'
梅
文
鼎
の
目
的
で
あ
っ
た
｡

算
術
の
方
程
あ
る
は
'
な
お
量
法
の
句
股
あ
る
が
ご
と
し
｡
か
な
ら
ず
深
-
諸
算
術
を
知
り
'
し
か
る
後
に
よ
-
方
程
を
言
う
は
へ
な
お
こ
れ

が
か
な
ら
ず
探
-
諸
量
法
を
知
-
'
し
か
る
後
に
よ
-
旬
股
を
治
む
る
が
ご
と
し
｡
諸
の
方
田
'
少
庚
の
お
よ
そ
量
法
に
屠
す
る
も
の
は
'
往

往
に
し
て
句
股
を
も
っ
て
立
算
す
る
べ
き
も
の
あ
る
も
'
し
か
も
諸
法
は
句
股
を
治
め
る
あ
た
わ
ず
｡
方
程
の
粟
布
'
衰
分
に
お
け
る
や
'
ま

(41)

た
然
り
｡
ゆ
え
に
薙
法
は
方
程
を
御
す
あ
た
わ
ざ
る
も
'
し
か
も
方
程
は
よ
-
薙
法
を
御
す
｡

句
股
は
藷
量
法
を
解
-
こ
と
が
で
き
'
方
程
は
藷
算
術
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
'
か
れ
の
主
張
で
あ
る
｡
こ
の
両
者
を
'
量
法
と



算
法
の
主
要
な
位
置
に
お
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
教
学
を
膿
系
附
け
る
と
い
う
の
が
か
れ
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
方
程
の
位
置
附
け
を
骨
格

に
し
て
'
か
れ
は
九
章
を
合
理
的
に
復
活
す
る
こ
と
を
意
固
し
た
｡
だ
か
ら
こ
そ
'

｢教
嬰
の
極
致
｣
で
あ
る
方
程
に
つ
い
て
'
特
に
論
じ
る
必
要

が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
臥
る
｡
次
に

『方
程
論
』
に
し
た
が
っ
て
'
か
れ
の
方
程
の
議
論
を
紹
介
し
て
み
た
い
｡

『方
程
論
』
奄

一
の
標
題
は

｢
正
名
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
こ
に
は
和
数
'
校
数
､
和
較
薙
'
和
較
準
と
い
う
四
つ
の
基
本
的
な
方
程
の
型
が
論

じ
ら
れ
'
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
算
例
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
奄
二
は

｢
極
教
｣
で
あ
り
'
基
本
型
を
襲
化
さ
せ
て
演
算
す
る
帯
分
方
程
､
塵

脚
方
程
'
垂
審
方
程
と
よ
ば
れ
る
解
法
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
竜
三
は

｢
致
用
｣
で
あ
っ
て
'
省
算
､
列
位
と
い
う
項
目
が
あ
る
｡
奄
四
は

｢
刊
誤
｣

で
､
従
来
の
数
学
書
の
誤
り
を
'
立
負
の
誤
り
'
加
減
の
誤
り
'
法
案
の
誤
り
､
併
分
母
の
誤
り
に
分
類
し
て
論
じ
る
｡
奄
五
は
｢
以
方
程
御
薙
法
｣

と
題
さ
れ
て
い
る
｡
最
後
に
､
奄
六
は

｢
測
量
｣
で
あ
っ
て
'
測
量
の
計
算
問
題
に
も
方
程
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
こ
の

奄
五
と
奄
六
は
'
も
と
も
と
逆
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
'
梅
鼓
成
が

『梅
氏
叢
書
輯
要
』
を
編
集
し
た
際
に
(
一
七
六
一
年
)
移
し
か
え
た
も
の
で
あ
っ

て
､

『梅
氏
暦
算
全
書
』
で
は
奄
互
が

｢
測
量
｣
'
奄
六
が

｢
以
方
程
御
薙
法
｣
と
な
っ
て
い
る
｡

方
程
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
'
か
れ
は
ま
ず
そ
の
淵
源
か
ら
説
き
お
こ
す
｡

『
周
薩
』
に
言
う
九
教
と
し
て
､
方
田
'
粟
米
'
差
分
'
少
贋
'
商

功
､
均
輸
'
盈
胴
､
方
程
'
句
股
を
あ
げ
'
九
章
中
の
第
八
章
に
方
程
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
.
方
程
と
い
う
字
義
を
説
明
し
'
そ
の
襲
蓮
を

説
き
'
明
代
に
な
っ
て
算
撃
が
粗
雑
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
｡
そ
し
て
方
程
が
な
ぜ
多
-
の
誤
謬
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
論
及

I
エー_三_土__
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L
t
ま
た
方
程
法
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
則
っ
て
確
立
す
る
べ
き
か
を
論
じ
る
｡
そ
の
基
準
に
別
し
て
展
開

さ
れ
た
の
が
'
か
れ
の

『方
程
論
』
六
巻
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ど
の
よ
う
な
教
草
書
に
あ
つ
て
も
'
二
色
方
程
(二
元
l
次
数
字
方
程
式
)'
三
色
(三
元
一
次
)'
四
色
(四
元
一
次
)

な
ど
の
よ
う
に
'
未
知
数
の
数
に
よ
っ
て
個
候
を
立
て
て
解
法
を
論
じ
て
い
る
が
'
か
れ
は
そ
れ
以
前
の
前

提
と
し
て
'
も
つ
と
根
本
的
な
方
程
の
原
理
や
そ
の
論
理
的
側
面
か
ら
'
議
論
を
組
立
て
る
べ
き
だ
と
す
る
｡

二
五
七
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二
五
八

い
か
な
る
計
算
で
あ
つ
て
も
'
･す
べ
て
和
と
較

(差
)

を
基
本
的
論
理
と
す
る
｡
だ
か
ら
'
和
と
校
と

は
'
す
べ
て
の
算
法
が
準
ず
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
和
と
は
合
で
あ
-
'
校
と
は
分
で
あ
る
｡
算
法

は
合
と
分
と
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
｡

和
と
は
語
数
の
合
な
り
｡
較
と
は
諸
数
の
分
な
り
｡
ゆ
え
に
こ
れ
を
校
と
い
う
｡
校
は
和
と
あ

い
求
め
'
し
か
し
て
法
は
こ
こ
に
立
て
ら
れ
る
｡
‥
-
由

算
は
多
L
と
い
え
ど
も
'
こ
れ
に
準

｢riH

ず
｡

ゆ
え
に
和

･
校
は
寓
算
の
綱
な
り
｡

し
た
が
っ
て
'
方
程
法
に
は
ま
ず
第

一
に
和
数
万
程
が
あ
る
｡
あ
る
物
が
い
く
つ
か
と
'
あ
る
物

が
い
く
つ
か
あ
り
､
そ
の
債
は
合
計
し
て
い
-
つ
に
な
る
と
亭

フ
と
き
'
正
負
の
別
と
い
う
観
念
は

入
り
こ
ま
な
い
｡
と
こ
ろ
が
へ
あ
る
物
が
い
-
つ
か
あ
り
'
別
の
物
が
い
-
つ
か
あ
っ
て
,
そ
の
差

を
取
る
と
き
は
'
正
負
の
別
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
関
係
が
含
ま
れ
る
ば

ぁ
い
は
'
校
数
方
程
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
｡
さ
ら
に

一
方
に
は
正
負
が
な
-
て
も
'
他
方
に
は
正

負
が
あ
り
'
こ
の
二
つ
を
連
立
(比
方
)
し
て
､
二
つ
の
未
知
数
を
求
め
よ
う
と
す
る
ば
あ
い
が
あ
る
｡

そ
れ
は
和
較
薙
方
程
で
あ
る
｡
こ
の
三
つ
の
場
合
を
数
式
で
表
現
す
れ
ば
'

と

な

る

｡

a
ij
(
i,
j
I
L
･
2
)
,

b
i
(
i

I
t
,
2
)

は
輿
え
ら
れ
た
数
億
で
あ
っ
て
'
梅
文
鼎
に
よ
れ
ば
,

求
め
る
べ
き
数
値
に
相
曽
す
る

xij
は
各
数
､
興
え
ら
れ
た

bi
は
組
数
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て

い
る
.

*
印
が
と
も
に
プ
ラ
ス
の
符
既
で
あ
れ
ば
和
数
方
程
式
'

*
印
が
と
も
に
マ
イ
ナ
ス
の
符
坂

に
な
っ
て
い
れ
ば
校
数
方
程
式
'
さ
ら
に
*
印
が
た
が
い
に
異
符
既
に
な
れ
ば
和
較
薙
方
程
式
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
｡
回
､
佃
を
連
立
し
て
解



-
手
繰
を
固
式
的
に
行
な
う
の
が
'
方
程
法
は
の
で
あ
る
｡
そ
の
固
式
を
掲
げ
て
お
-
｡
園
五
に
お
い
て
'
甲
-
右
は

a
11'
乙
-
右
は

a
12'
甲
-

左
は

a
2)､
乙
-
左
は

a
22.
ま
た
繰
-
右
は

bl'
綾
-
左
は

b2
と
考
え
て
'
さ
き
の
数
式
と
封
鷹
さ
せ
れ
ば
よ
い
｡

さ
ら
に
和
較
交
奨
方
程
が
あ
る
｡
三
元
以
上
の
連
立
方
程
式
の
ば
あ
い
は
､
未
知
数
を
消
去
し
て
い
-
過
程
の
各
段
階
に
お
い
て
､
は
じ
め
は
較

数
万
程
で
あ
つ
て
も
'

一
つ
の
未
知
数
を
消
去
し
た
次
の
段
階
で
は
正
負
が
消
滅
し
て
'
和
数
万
程
と
な
る
こ
と
が
あ
り
'
そ
の
道
も
あ
る
｡
こ
う

し
た
方
程
式
は
和
較
交
愛
と
し
て
'
第
四
番
目
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る

(梅
文
鼎
の
あ
げ
た
算
例
を
固
式
化
し
た
も
の
が
璽
ハで
あ
る
)
｡

こ
の
よ
う
な
さ
ま

ざ
ま
な
計
算
に
適
用
で
き
る
と
こ
ろ
に
方
程
の
す
ぐ
れ
た
鮎
が
あ
久

万
程
を

一
章
に
あ
て
た
理
由
が
あ
る
と
'
梅
文
鼎
は
主
張
し
て
い
る
｡

他
の
譜
算
法
や
方
程
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
は
'
和
数
万
程
例
と
差
分
章
の
貴
賎
相
和
法
(職
階
に
鷹
じ
て
比

例
配
分
を
行
な
う
計
算
)'

お
よ
び
較
数
万
程
例
と
盈
胸
章
と
を
比
較
を
す
れ
ば
'
差
分
や
盈
隅
と
方
程
の
算
法
が
分
れ
る
所
以
の
相
違
鮎
も
は
っ
き
り

し
て
-
る
｡
前
者
の
ば
あ
い
は
'
手
順
と
し
て

.r
l
の
項
が
消
去
さ
れ
る
よ
う
に
'
困
式
と
廟
式
に
お
い
て
'
出
に

a
21
を
'
廟
に
a
ll
を
掛
け
て
遥

遠
を
滅
ず
れ
ば
よ
い
｡
差
分
の
貴
賎
相
和
法
と
方
程
と
は
同
じ
手
順
に
よ
る
｡
貴
賎
相
和
法
に
は
'
い
わ
ゆ
る
組
物
の
絶
債
(bl
に
あ
た
る
も
の
)
が
興

え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
-
'
毎
物
の
毎
債
が
輿
え
ら
れ
て
い
る

(ぎ

に
相
常
す
る
も
の
に
は
､
身
分
差
な
ど
に
よ
る
比
率
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
)
｡

方
程
の
ば
あ

い
は
'
練
物
の
絶
債

(合
計
額
)
が
興
え
ら
れ
て
は
い
る
が
'
毎
教
は
未
知
数
で
あ
っ
て
輿
え
ら
れ
て
は
い
な
い
｡
そ
れ
が
両
者
の
異
な
る
鮎
で
あ
る
｡

ま
た
､

盈
胴
法
と
は

1
次
方
程
式
を
複
候
定
法
で
解
-
も
の
で
あ
る
.

1
次
方
程
式

f
(I
)
I
V

に
'

x
I
x
"
x
I
x
2
と
い
う
近
似
解
を
仮
定
し

て
代
入
し
た
t
f
(x
l)
-
A

と
f
(x
2)
=
B

の
二
式
に
お
い
て
'
A
,
B

が

V

と
同
じ
値
に
な
る
(過
)
か
'
過
分
が
あ
る
(盈
)
か
'
不
足
す
る
(胸
)

(43)

か
に
よ
っ
て
t
x

と

V

と
を
求
め
る
の
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
候
定
さ
れ
る
解
へ
す
な
わ
ち
出
差
は
'
は
じ
め
か
ら
興
え
ら
れ
る
｡
し
か
も
総
数

V

は
輿
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
'
過
不
足
の
値
の
み
が
輿
え
ら
れ
る
｡
方
程
と
は
違
っ
て
t

V

は
求
め
る
べ
き
数
値
と
さ
れ
る
｡
過
か
不
足
か
に

よ
っ
て
､
あ
た
か
も
較
数
万
程
の
よ
う
な
立
式
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
両
者
は
本
質
的
に
異
な
る
｡
こ
の
差
を
と
る
と
い
う
の
は
'
方

程
の
正
負
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
こ
う
し
た
二
元

一
次
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
'
本
来
の
方
法
で
解
-
べ
き
も
の
は
ま
だ
し
も
'
和
と

校
の
ま
じ
つ
た
も
の
や
三
元
以
上
に
な
る
と
'
方
程
で
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
解
け
な
-
な
っ
て
-
る
｡

梅
文
鼎
の
数
学
研
究
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二
六
〇

こ
う
し
て
'
和
校
相
薙
､
お
よ
び
和
較
交
撃
方
程
例
を
あ
げ
る
必
要
に
つ
い
て
は
'
梅
文
鼎
の
次
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

方
程
の
用
い
て
も
っ
て
隆
雄
を
御
す
｡
妙
は
殊
と
奨
と
に
あ
-
｡
そ
の
雄
を
知
れ
ば
'
す
な
わ
ち
架
-
て
も
乱
れ
ざ
る
な
-
｡
そ
の
撃
を
知
れ

ば
'
す
な
わ
ち
襲
じ
て
も
そ
の
常
を
失
な
わ
ざ
る
な
り
0
請
書
の
論
ず
る
と
こ
ろ
'
み
な
い
ま
だ
こ
こ
に
及
ば
ず
｡
ゆ
え
に
こ
れ
を
求
め
て
甚

(yl
)

だ
詳
し
-
も
､
こ
れ
を
去
り
て
い
よ
い
よ
遠
ざ
か
る
な
り

｡

請
書
の
方
程
の
核
心
を
は
ず
れ
た
議
論
の
批
判
を
行
な
-
｡
さ
ら
に

『同
文
算
指
』
通
編
奄
七
の

｢塵
借
互
徴
｣
法
に
よ
っ
て
解
か
れ
て
い
る
設
問

も

｢
原
法
は
繁
重
な
り
｣
と
す
る
｡

一
方
'
そ
れ
は
か
れ
の
方
程
の
和
較
交
襲
法
に
よ
っ
て
簡
単
に
解
け
る
こ
と
を
讃
明
す
る
｡
か
れ
は
差
分
､
盈

胴
､
方
程
な
ど
の
算
法
の
根
本
的
な
立
式
の
原
則
に
立
っ
て
'
九
章
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
'
さ
ら
に
請
書
に
見
ら

れ
る
混
乱
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
'
厳
密
な
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
｡

方
程
は
以
上
に
説
明
し
た
四
つ
の
基
本
型
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
標
準
的
な
解
法
だ
け
で
な
-
て
'
も
つ
と
贋
-
方
程
が
境
大
で

き
る
こ
と
を
論
叢
す
る
た
め
に
'
奄
二
に
お
い
て

｢
極
数
｣
に
つ
い
て
論
じ
る
｡
こ
の
極
数
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
'
さ
き
に
あ
げ
た
よ
う
に
H
帯

分
方
程
､
⇔
塵
脚
方
程
'
目
量
審
方
程
で
あ
る
｡
3
:
は
化
整
為
零
法
'
襲
零
為
整
法
､
雑
用
零
整
法
の
三
種
に
分
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
術
語
が
表
現
し

て
い
る
よ
う
に
'
整
数
で
は
な
-
て
小
数
鮎
以
下
の
碕
零

(｢零
｣)
の
教
が
設
問
に
含
ま
れ
る
｡
分
数
が
入
り
込
む
帯
分
方
程
の
う
ち
か
ら
'
化
整
従

(=
馬
)
零
法
に
つ
い
て

一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

い
ま
甲
の
字
の
庫
に
金
を
貯
め
'
丁
の
字
の
座
に
銀
を
貯
め
る
あ
り
｡
各
お
の
紙
を
知
ら
ず
｡
但
に
い
う
｡
甲
の
四
の
三
を
取
り
て
丁
の
五
の

二
を
加
う
れ
ば
'
す
な
わ
ち

一
百

一
十
寓
な
り
｡
も
し
甲
を
も
っ
て
丁
の
倍
数
に
加
う
れ
ば
'
す
な
わ
ち
四
百
四
十
寓
な
り
｡
問
う
｡
各
お
の

(鵡
)

若
干
｡
答
え
て
い
わ
-
｡
甲
の
庫
は
金
四
十
寓
へ
丁
の
庫
は
銀
二
百
寓
な
-
｡

こ
の
算
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
､
奄

一
で
述
べ
ら
れ
た
方
程
法
の
要
因
で
あ
る
絶
債
は
興
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
方
程
に
よ
っ
て
解

け
る
｡
固
七
の
よ
う
な
方
程
固
式
が
措
け
る
の
で
あ
る
.
こ
の
国
の
左
の
行
の
よ
う
に
整
数
を
分
数
に
襲
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
｡
こ
れ

は
盈
胴
の
解
法
で
は
な
-
て
'
方
程
に
よ
れ
ば
簡
単
に
解
け
る
も
の
の
一
例
で
あ
る
｡
さ
ら
に

『同
文
簸
指
』
が
連
比
例
を
用
い
て
解
い
た
設
問
も
'



こ
の
符
分
方
程
の
な
か
に
統

一
さ
れ
て
い
る
｡

方
程
法
の
特
色
は
'
圃
六
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
二
つ
以
上
の
未
知
数

(多
色
)
を
沿
表
し
て
､
最
後
に

一
つ
(
l
色
)
に
減
じ
'
そ
れ
を
も
と
に

他
の
未
知
数
を
逐
次
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
う
し
た
標
準
的
な
も
の
の
ほ
か
に
'
こ
う
し
て
得
ら
れ
た

一
つ
の
未
知
数
に
つ
い
て
二

つ
以
上
の
数
値
を
求
め
る
必
要
の
あ
る
ば
あ
い
が
あ
る
｡
こ
れ
は
塵
脚
'
す
な
わ
ち
喫
路
方
程
法
で
解
-
の
で
あ
る
｡
設
問
と
固
式
と
は
省
略
し
'

こ
の
方
程
に
つ
い
て
の
説
明
を
引
用
し
て
お
こ
う
｡

お
よ
そ
方
程
を
算
す
る
も
の
は
､
み
な
多
色
を
も
っ
て
逓
減
L
t

l
法

一
案
に
至
れ
ば
､
も
っ
て
先
に

一
色
の
教
を
知
る
｡
し
か
れ
ど
も
'
こ

かえ

の
先
に
求
む
る
と
こ
ろ
の
一
色
は
､
却
り
て
原
も
と
帯
び
た
不
同
の
教
あ
り
｡
す
な
わ
ち
法
は

一
な
る
も
'
賓
は

一
に
あ
ら
ず
｡
ゆ
え
に

一
棟

(46)

法
を
も
っ
て
し
て
多
賀
を
除
す
｡
塵
脚
の
法
に
非
ず
ん
ば
不
可
な
り
｡

一
つ
の
立
式
に
よ
っ
て
'
未
知
数
に
二
つ
以
上
の
数
値
を
得
る
よ
う
な
数
字
方
程
式
で
あ
る
｡
そ
れ
を
畳
脚
の
法
と
よ
ぶ
｡
こ
う
し
た
方
程
の
ほ
か

に
'
求
め
る
べ
き
数
値
が
二
つ
以
上
の
項
の
総
計
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
項
に
つ
い
て
方
程
式
を
解
き
'
総
計
の
値
は
そ
れ
ら
の
合

計
と
し
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
二
回
以
上
の
事
績
き
を
重
ね
て
解
を
求
め
る
ば
あ
い
の
方
程
を
'
重
審
方
程
と
い
う
｡
梅
文
鼎
は

こ
の
よ
う
な
種
種
の
も
の
に
つ
い
て
分
類
を
行
な
い
'
そ
の
解
法
の
性
格
に
麿
じ
た
場
合
わ
け
を
し
た
の
で
あ
る
｡

『方
程
論
』
竜
三

｢
致
用
｣
に
収
め
ら
れ
た
省
算
法
は
'
多
元
方
程
式
に
お
い
て
空
位
が
あ
る
場
合
に

つ
い
て
論
じ
る
｡
最
高
の
も
の
は
七
元

l~~~~-~~~~T~~~

左

t
-_一 一 一--ll-I--十 ~~lJ

I

固7 帯分方程例

(化整従零法)

梅
文

鼎

の
教

学

研

究

(七
色
)
ま
で
の
連
立
方
程
式
に
つ
い
て
'
空
位
が
あ
れ
ば
賓
際
に
は
そ
れ
以
下
の
多
元
方
程
式
に

蹄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
､
さ
ま
ざ
ま
な
算
例
を
あ
げ
て
示
す
(空
位
省
算
)｡
ま
た
'
同

一
の
未
知
数
の

係
数
が
同
じ
で
あ
る
場
合
は
'
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
滑
去
の
さ
い
に
乗
法
計
算
が
省
け
る
｡
こ
の

同
数
省
乗
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
｡
方
程
固
式
を
ど
の
よ
う
に
排
列
す
る
か
に
よ
っ
て
'
省
算
の

経
済
性
が
左
右
さ
れ
る
｡
有
効
な
省
算
は
､
こ
の
排
列
を
行
な
う

｢
列
位
法
｣
の
有
効
性
に
か
か

っ
て
い
る
｡
か
れ
が
示
し
た
設
問
に
よ
れ
ば
'
最
高
七
つ
の
未
知
数
を
も
っ
た
七
色
方
程
が
､
二

二
六

一
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固
八

設
問
の
誤
り
｡
井
不
知
深
の
算
例
｡

1.
甲
二

乙
一

二
〇

乙
一二

三
c

c

凹
o

o

:/
H
I
...

,.､
J
..

去 O雷 雲 o

基三 三

)1戒 o o o
六 一

七
百
二
十
一

七
百
二
十
7

七
P
二
十
1

七
百
二
十
7

七
首
二
十
;

二
六
二

色
と
三
色
の
方
程
の
組
合
せ
に
師
せ
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
｡

奄
四

｢
刊
誤
｣
に
お
い
て
は
'
梅
文
鼎
が
検
討
し
た
請
書
'
特
に

『九
章
比

類
』
'

『算
法
統
宗
』
'

『算
海
説
詳
』
な
ど
'
あ
る
い
は

『同
文
算
指
』
に
見

ら
れ
る
'
誤
謬
や
混
乱
を
正
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
本
来
は
方
程
法
に
よ
っ
て

節
-
べ
き
も
の
が
'
差
分
法
に
よ
っ
て
解
か
れ
'
方
程
以
外
の
諸
法
に
入
れ
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
ま
た
'
多
元
方
程
式
に
つ
い
て
も
'

『統
宗
』
を
は
じ
め
と
す
る
請
書
の
誤
り
を
明
か
に
す
る
｡
す
な
わ

ち

'

『統
宗
』
奄
十

1
｢
方
程
草
｣
の
歌
訣
に
は
'

｢
方
程
は
賓
に
誇
る
べ
し
｡
す
べ
か
ら
-
末
位
(最
後
の
行
)を
存
し
て
板
芽
に
な
し
､
も
し
奇
行

(節
)

に
遇
え
ば
す
べ
か
ら
-
債
を
減
ず
｡
偶
行
の
債
は
要
は
相
加
う
べ
し
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
四
色
方
程
例
は
'
梅
文
鼎
の
列
位
法
に
よ

れ
ば
'
空
位
の
あ
る
四
色
で
あ
っ
て
'
本
質
的
に
は
四
色
方
程
で
は
な
い
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

『統
宗
』
以
後
の
教
草
書
は
こ
の
誤
-
を
受

継
い
だ
｡
そ
し
て
五
色
や
六
色
の
場
合
に
も
'
同
じ
よ
う
に
末
位
(最
後
の
行
に
お
か
れ
る
式
)
を
主
に
し
て
(根
芽
に
し
て
)
算
法
を
立
て
よ
う
と
し
た
｡
こ

う
し
た
問
題
鮎
は

｢
加
減
の
誤
り
｣
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
｡

『同
文
算
指
』
通
編
奄
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢寂
穿
畦
工
誇
互
乗
の
法
｣
の
よ
う
に
'
本
来
は
方
程
に
分
数
さ
れ
な
-
て
も
'
結
局
は
方
程
の

解
法
に
よ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
｡
ま
た
'
方
程
に
よ
っ
て
計
算
す
る
べ
き
で
あ
る
の
に
'
方
程
法
を
用
い
な
い
で
併
分
母
法
に
よ
っ
て
解
か
れ
て
い

る
も
の
'
差
分
法
で
解
い
て
い
る
が
方
程
に
よ
っ
て
解
-
べ
き
も
の
'
さ
ら
に
竜
三
の

｢
帯
分
の
法
｣
を
用
い
れ
ば
'

『同
文
算
指
』
も
そ
の
ま
ま

無
批
判
に
踏
襲
し
た
'
意
味
の
通
じ
な
い
併
分
母
の
法
の
例
題
も
'
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
'
こ
う
し
た
事
例
が

｢
併
分
母
の
誤
り
｣
に
論
じ
ら
れ

る
｡
こ
こ
は

『同
文
算
指
』
を
問
題
に
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
｡

次
に

『同
文
算
指
』
の
設
問
が
直
接
批
判
さ
れ
て
い
る
の
が

｢
設
問
の
誤
り
の
梓
｣
で
あ
る
｡

『九
章
比
類
』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
'

『同
文

算
指
』
通
編
奄
五

｢雄
和
較
乗
法
｣
の

｢
井
不
知
深
｣
と
い
う
算
例
が
そ
れ
で
あ
る
｡

問
う
｡
井
の
深
さ
は
知
ら
ず
｡
五
等
の
縄
を
も
っ
て
こ
れ
を
度
ら
ん
｡
甲
の
縄
を
用
う
る
も
泉
に
及
ば
ず
｡
乙
の
縄
の

一
を
借
り
て
'
こ
れ
を



補
え
ば
泉
に
及
ぶ
｡
乙
の
縄
三
を
用
う
れ
ば
'
す
な
わ
ち
丙
の
一
を
借
る
｡
丙
の
縄
四
を
用
う
れ
ば
へ
す
な
わ
ち
戊
の
一
を
侍
る
｡
戊
の
縄
六

(r4J)

を
用
う
れ
ば
'
す
な
わ
ち

甲の一を借る
｡
す
な
わ
ち
と
も
に
泉
に
及
ぶ
｡
そ
の
井
は
深
さ
若
干
｡
五
等
の
縄
は
各
お
の
若
干
｡

こ
の
立
式
は
固
八
に
掲
げ
て
お
-
｡
原
法
で
は
末
行
の
第
五
行
目
を
主
に
し
て
'
そ
れ
を
他
の
行
に
乗
じ
て
い
る
が
'
そ
れ
は

｢
加
減
の
誤
り
｣
の

一
つ

｢
奇
減
偶
加
の
失
｣
を
犯
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
和
較
交
奨
の
法
を
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
.
末
行
に
空
位
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
'
負
を
立
て
た
の
は

｢
立
負
の
非
｣
を
襲
っ
た
も
の
で
'
空
位
が
あ
れ
ば
省
算
法
に
よ
っ
て
速
-
求
め
ら
れ
る
と
い
う
事
賓
を
知
ら
な

い
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
｡
国
の
最
下
段
の
数
値
(七
百
二
十
l
)
を
井
探
と
し
て
い
る
の
に
'
設
問
で
は
何
丈
何
尺
と
い
う
単
位
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
の
は
'
第
三
の
誤
り
で
あ
る
｡
ま
た

｢
母
遮
相
乗
加
借
子

こ

の
法
を
立
て
た
の
は
誤
り
で
あ
る
(母
は
そ
れ
ぞ
れ
の
縄
'
子
は
借
り
た
縄
)
0

こ
の
一
例
の
な
か
に
四
つ
の
誤
り
が
含
ま
れ
る
｡

『九
章
比
類
』
は
と
も
か
-
'
そ
の
算
例
を
採
用
し
て
解
法
を
立
て
た
'

『同
文
算
指
』
の
解
の

求
め
方
が
か
れ
の
作
っ
た
原
則
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の

｢
刊
誤
｣
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
も
の
が
奄
五
の

｢
方
程
を
も
っ
て
薙
法
を
御
す
｣
と
い
う
個
所
で
あ
る
｡
こ
の
巻
は
梅
文
鼎
の

教
学
の
性
格
附
け
の
本
質
と
か
か
わ
り
深
い
論
鮎
が
'
具
鰹
的
な
算
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
｡
そ
の
一
つ
に

｢均
輪
｣
の
問
題
を
校
数
方
程

に
よ
っ
て
解
い
た
も
の
が
あ
る
｡
ま
た
へ
古
-
は

｢
差
分
｣

に
列
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
を
'

『同
文
算
指
』
は
借
衰
互
徴
法
に
よ
っ
て
解
い
た
(通
編

巻
三
)
｡

こ
れ
は
方
程
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に

『算
法
統
宗
』
奄
十
三
の

｢難
題
｣
で
は
均
輪
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
算
例
を
'

『算
海

説
詳
』
は
別
の
解
法
を
立
て
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
混
乱
を
生
じ
な
い
方
程
に
よ
っ
て
解
-
の
が
も
つ
と
も
よ
い
｡
さ
ら
に
ま
た
､

｢
盈
胴
章
｣
に

奮
法
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
'
方
程
に
よ
っ
て
解
け
ば
い
っ
そ
う
容
易
に
計
算
で
き
る
｡
こ
う
し
た
検
討
を
行
な
っ
た
結
果
と
し
て
'

｢方
程
は
よ

-
薙
法
を
御
す
る
も
'
し
か
も
薙
法
は
方
程
を
御
す
あ
た
わ
ず
｣
と
い
う
結
論
に
到
達

す

る
｡

か
れ
が
算
法
の
範
噂
に
分
類
さ
れ
る
と
し
た
'
粟

布

･
差
分

｡
均
輪

･
盈
胎
に
属
す
る
問
題
に
は
'
方
程
に
よ
っ
て
解
け
る
も
の
が
多
い
｡
巻
五
に
お
い
て
は
'
そ
の
よ
う
な
例
が
三
六
題
に
わ
た
っ

て
検
討
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
検
討
の
基
準
は
'
言
う
ま
で
も
な
-
巻

一
と
奄
二
に
お
い
て
か
れ
が
確
立
し
た
方
程
の
原
則
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
算
法
の
問
題
が
方
程
に
別
し
て
解
け
る
こ
と
を
論
謹
し
た
だ
け
で
な
-
'
さ
ら
に
量
法
の
範
噂
の
問
題
も
'
場
合
に
よ
っ
て
は
方
程
法
が

梅
文
鼎

の
教

撃

研

究

二
六
三
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適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
の
が
巻
六
の

｢
測
量
｣
で
あ
る
｡

測
量
は
方
程
の
事
に
あ
ら
ざ
る
な
-
｡
方
程
と
は
算
術
な
り
｡
算
術
は
計
に
侍
ち
'
測
量
は
目
に
侍
つ
｡
賓
に
惟
れ
丙
途
な
り
｡
測
量
の
算
術

を
兼
ね
る
あ
た
わ
ざ
る
は
'
な
お
算
術
の
測
量
を
兼
ね
ざ
る
が
ご
と
し
｡
よ
-
兼
ね
る
と
い
え
ど
も
'
そ
の
粋
に
あ
ら
ず
｡
い
ま
は
略
そ
の
兼

ところ

(49)

ね
る
と
こ
ろ
を
具
え
ん
｡
そ
の
兼
ね
る
あ
た
わ
ざ
る
も
の
は
'
句
股
の
諸
法
の
在

に

あ

り

｡

こ
の
奄
六
は
'
本
来
は
方
程
に
よ
っ
て
解
-
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
'

｢陰
雲
測
量
｣
や

｢宿
度
測
量
｣
の
よ
う
な
天
鰻
の
位
置
の
理
論
計
算
に
'

方
程
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
測
量
は
句
脱
法
に
掃
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
こ
の
議
論
は

一
般
性
を
も

た
な
い
｡
し
か
し
七
万
程
法
は
測
量
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
教
学
に
お
け
る
算
術
の
位
置
を
強
調
し
ょ
う
と
す

る
か
れ
の
意
園
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
｡

｢算
術
は
量
法
の
限
界
を
す
-
う
｣
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
'
さ
き
に
述
べ
た
主
張
が
具
鰹
例
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
個
所
な
の
で
あ
る
｡
算
術
の
地
位
を
立
め
'
量
法
の
地
位
を
低
-
す
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
有
機
的
関
連
を
も
た
せ
な
が

ら
'
教
学
全
鰹
を
二
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
す
る
こ
と
が
正
常
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
｡

そ
の
核
心
に
存
在
す
る
の
が
方
程
で
あ
る
｡

『同
文
算
指
』
に
よ
っ
て

｢方
程
｣
の
俸
銃
が
絶
た
れ
た
｡
梅
文
鼎
は

『同
文
算
指
』
の
批
判
を
通

じ
て
方
程
の
地
位
を
復
活
し
よ
う
と
し
た
｡
あ
わ
せ
て
'
満
足
の
で
き
な
い
従
来
の
九
章
も
批
判
の
封
象
で
あ
っ
た
｡
か
れ
の

『方
程
論
』
は

『同

文
算
指
』
を
直
接
的
な
批
判
封
象
と
し
て
は
い
る
が
t
L
か
し
か
れ
の
思
考
法
は

『同
文
算
指
』
の
方
法
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
事
案
で
あ

る
｡
こ
の
こ
と
は
'

『方
程
論
』
に
お
け
る
批
判
的
研
究
の
過
程
の
な
か
で
'
か
れ
が
新
た
に
確
立
し
た
考
え
方
に
よ
っ
て
'
俸
統
教
学
を
生
か
し
'

西
洋
数
学
も
組
込
み
得
る
よ
う
な
数
学
鰹
系
を
生
み
だ
し
た
と
理
解
で
き
よ
う
｡
そ
の
中
心
的
存
在
が

『方
程
論
』
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
｡



Ⅳ

句
股
法
と
幾
何
学

二
つ
に
分
た
れ
る
教
畢
の
も
う

一
方
の
構
成
要
素
は
量
法
で
あ
る
｡
梅
文
鼎
は
'
す
べ
て
の
量
法
'
九
章
に
よ
っ
て
言
え
ば
方
田
､
少
贋
､
商
功
､

句
股
と
い
う
幾
何
学
的
諸
分
野
は
'
句
股
法
で
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
｡
た
と
え
ば
'
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に

｢
少
贋
｣
の
囲
周

率
の
問
題
は
､
句
股
の
原
理
を
も
と
に
す
る
と
し
た
｡
こ
の
節
に
お
い
て
は
'
具
鮭
的
な
例
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
考
え
方
を
論
鐙
す
る
こ
と
に
重
鮎

を
置
い
て
み
た
い
｡

天
文
学

･
暦
学
と
関
連
が
深
い
こ
と
も
あ
っ
て
'
･昌
ボ顧
暦
書
』
や

『天
草
初
画
』
に
収
め
ら
れ
た
数
学
関
係
書
に
つ
い
て
'
常
時
の
数
学
者
-

知
識
人
は
大
き
な
関
心
を
示
し
た
｡
特
に

『幾
何
原
本
』
六
雀
は
そ
の
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
'
常
時
の
幾
何
学
の
す
べ
て
は
こ
の

『原
本
』
に
締

着
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
､
中
国
人
の
こ
の
書
物
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
よ
っ
て
'
多
-
の
関
係
書
が

生
ま
れ
た
｡
し
か
し
'
都
諾
さ
れ
た
六
巻
本
は
'

『原
論
』
の
年
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡
残
さ
れ
た
部
分
に
は
'
六
巻
本
の
鮎
'
線
'
面
'
す
な
わ

ち
平
面
幾
何
学
の
ほ
か
に
'
鰹
-
立
腹
幾
何
撃
が
あ
っ
た
｡
梅
文
鼎
は
こ
の
部
分
に
興
味
を
も
っ
た
｡
そ
の
内
容
は
'
蜜
は

『崇
顧
暦
書
』
の

『測

(T7f.)

量
全
義
』
十
雀
な
ど
に
散
在
し
て
い
た
の
で
あ

る

｡

特
に
か
れ
は
'
正
四
面
鰹
'
正
八
面
鰹
'
正
十
二
面
鮭
'
正
二
十
両
鰹
の
鰹
積
問
題
に
関
心
を

示
し
､

『測
量
全
義
』
あ
る
い
は

『比
例
規
解
』
に
あ
げ
ら
れ
た
数
値
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
､
自
ら
も

｢
理
分
中
未
練
｣
(外
中
比
)
に
よ

っ
て
正
し
い
値
を
求
め
た
｡

著
し
い
誤
り
が
見
ら
れ
た
も
の
は
正
二
十
面
鰹
の
場
合
で
あ
っ
た
｡

一
稜
を

1
0
0
と
し
た
と
き
'

一
つ
の
面
の
面
積
は
四
三
三

･
l
二
五
〇
で
へ

そ
の
鰹
積
は
正
確
に
は
二
'

一
八

二

六
九
三
と
な
る
｡
と
こ
ろ
が

『測
量
全
義
』
は
五
二
三
､
八
〇
九
と
な
っ
て
い
る
｡
梅
文
鼎
は
こ
れ
を
正
し

い
値
に
改
め
た
｡
ま
た
'
こ
の
二
十
面
鰹
の
場
合
に
'
鰹
積
を

一
㌧

〇
〇
〇
へ
〇
〇
〇
と
し
た
と
き
'
か
れ
の
計
算
に
よ
れ
ば
七
七
が
得
ら
れ
た
｡

(51
)

と
こ
ろ
が
羅
雅
谷
の

『比
例
規
解
』
の
轡
隆
線
の
約
数
は
七
六
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
他
に
も
'
多
面
膿
や
球
の
性
質
に
つ
い
て
詳
し
い

梅
文
鼎

の
教

撃

研

究
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二
六
六

検
討
が
な
さ
れ
た
｡
そ
う
し
た
成
果
は

『幾
何
補
編
』
四
巻
(
一
六
九
二
年
)
と
し
て
出
版
さ
れ
た
｡
さ
ら
に
'
輸
入
さ
れ
た
西
洋
天
文
撃
の
教
学
的
基

礎
を
形
成
す
る
平
面
三
角
法
へ
球
面
三
角
法
に
つ
い
て
は
'
そ
れ
ぞ
れ

『卒

三
角
畢
要
』
五
奄
'

『弧
三
角
撃
要
』
五
巻
(
一
六
八
四
年
)
に
お
い
て
論

じ
ら
れ
た
｡

こ
れ
ら
の
な
か
に
あ
っ
て
'
特
に
興
味
あ
る
も
の
は

『幾
何
通
解
』

一
巻
で
あ
る
｡
こ
の
本
の
副
題
が
示
す
よ
う
に
'

『幾
何
原
本
』
の
命
題
の

う
ち
か
ら
第
二
巻
の
第
五
'
六
､
七
､
八
㌧
九
'
十
'
十

一
題
､
第
三
巻
の
第
二
十
七
'
三
十
五
㌧
三
十
六
､
三
十
七
題
'
第
三
十
二
'
三
十
三
題

の
槍
題
'
第
四
雀
の
第
十
㌧
十

一
題
'
第
六
巻
の
第
三
十
題
に
つ
い
て
'

｢
句
股
を
も
っ
て
幾
何
原
本
の
根
を
解
い
｣
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
理
分

中
未
練
(=
外
車
比
'
黄
金
分
割
)
の
よ
う
に
旬
股
の
法
と
源
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
へ
そ
の
根
元
に
立
ち
か
え
れ
ば
'
結
局
は
句
股
法
に
基
づ

-
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'

1
般
的
に

(52
)

幾
何
は
旬
股
と
言
わ
ず
｡
し
か
れ
ど
も
そ
の
理
は
'
な
ら
び
に
句
股
な
り
｡

と
結
論
で
き
る
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
句
股
法
に
よ
っ
て
幾
何
学
を
理
解
し
'
こ
う
し
た
観
鮎
の
も
と
で
あ
る
程
度
ま
で
幾
何
学
を
鰹
系
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
｡
そ
の
基

礎
的
な
仕
事
が

『句
股
畢
隅
』

一
巻
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
要
す
る
に
俸
銃
的
な
句
股
法
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
直
角
三
角
形

A
B
C

の

各
連
'
す
な
わ
ち
句

a
t
股

b
t
弦

C
と
句
膿
積

a
b
の
四
要
素
､

ま
た
句
股
和

a
+
b
や
句
股
較

a
I
b
な

ど

の
六
要
素
'

お
よ
び

弦
較
較

cI
I(b
l
a
)
な
ど
の
四
要
素
'
合
計
十
四
を
用
い
て
'
そ
れ
ら
の
諸
要
素
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
.
こ
れ
ら
を
い
わ
ば
基
礎
的
な

原
理
と
し
て
､
幾
何
学
な
ど
の
西
酪
教
学
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
程
大
位
の

『算
法
統
宗
』
懲
十
二
の

｢
句
股
章
｣
に
は
'
孫
子
の
度
影
量
竿
と
隔
水
量
高
と
い
う
二
つ
の
測
量
問
題
が
収
め
ら
れ
て
い
る

が
'
そ
れ
ら
の
圃
解
は
簡
略
に
す
ぎ
て
､
詳
し
い
詳
明
を
放
い
て
い
る
｡
か
れ
は
幾
何
的
知
識
を
用
い
て
分
析
を
加
え
､
劉
徴
､
李
淳
風
､
楊
輝
な

ど
か
ら
俸
え
ら
れ
て
き
た
'
こ
の
よ
う
な

｢
窺
望
海
島
｣
簾
の
問
題
を
論
じ
て
そ
の
立
法
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
｡
説
明
の
議
論
が
不
十
分
な
九

章
の
句
股
法
に
つ
い
て
も
'
論
鐙
を
加
え
た
｡
尤
大
な
新
教
拳
と
俸
統
数
学
を
'
統

一
的
に
把
握
す
る
も
の
と
し
て
'
句
股
法
が
あ
る
と
し
た
の
で



あ
る
｡
方
程
と
と
も
に
句
股
を
数
学
の
要
石
と
し
た
も
の
と
し
て
'
こ
の
句
股
法
の
研
究
は
位
置
附
け
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

句
股
に
よ
っ
て
幾
何
を
解
い
た
例
を
理
分
中
末
線
に
取
っ
て
'

『句
股
撃
隅
』
に
展
開
さ
れ
た
基
礎
理
論
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

『幾
何
原
本
』
に
理
分
中
末
線
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
定
義
は
第
六
奄
首
の
界
説
三
､
命
題
は
同
巻
の
第
十
題
で
あ

る
｡
こ
の
外
車
比
の
定
義
は
'

｢
線
分
は
'
不
等
な
部
分
に
分
け
ら
れ
､
全
鮭
が
大
き
い
部
分
に
封
す
る
よ
う
に
'
大
き
い
部
分
が
小
さ
い
部
分
に

封
す
る
と
き
'
外
車
比
に
分
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
｣
(
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
『原
論
』
埜
ハ定
義
三
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
い
ま
線
分

A
B
が
あ

る
と
き
'
そ
れ
を

E

に
お
い
て
分
割
し
t
A

E

‥
E
B
I
E
B
‥
A

B
.
つ
ま
り

A
E
･
A
B
I
E
B
2
と
す
る
よ
う
な
ば
あ
い
へ
A
B

は

E

に
お
い

て
外
車
比
に
分
け
ら
れ
た
と
い
う
｡
梅
文
鼎
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
句
股
法
に
よ
っ
て
説
明
す
る
(周
九
参
照
)
｡

ま
ず
丙
戊
線
を
も
っ
て
命
じ
て
股
と
な
し
'
丙
戊
を
も
っ
て
折
牛
し
て
丁
戊
と
な
し
､
命
じ
て
句
と
な
す
｡
丙
丁
弦
を
取
り
て
丁
乙
と
等
し
-

す
れ
ば
､
す
な
わ
ち
戊
乙
は
句
弦
較
と
な
る
｡
亥
戊
は
倍
句
'
丙
戊
股
と
等
し
｡
も
っ
て
較
を
加
え
'
亥
乙
と
な
す
｡
す
な
わ
ち
句
弦
和
な
り
｡

(53
)

亥
巳
は
和
較
相
乗
積
と
な
る
｡
丙
亥

･
股
の
幕

(自
乗
)
と
等
し
｡

股

A
B

の
年
分
の
長
さ
の
分
だ
け

A
C

を
取
-
'
こ
れ
を
句
と
す
る
｡
B
C

の

F G

固9 理分中末線 (外車比)の囲｡本文
ではA-戊,B-丙,C-丁,D

-亥,F-乙,G-巳,またCA
-句,AB-股,BC-弦,DF

-句弦和,AF-句弦校の封鷹が
なりたつ｡

梅

文

鼎

の
数

学

研

究

弦
と
等
し
-
t
C
F
を
取
れ
ば
t
A
F
=
C
F
I
C
A
I
B
C
I
C
A

は
'
句
弦
較
と

な
る
(弦
B
C
か
ら
句
C
A
を
引
い
た
も
の
が
句
弦
校
で
あ
る
)｡
A
D

を
旬

C
A

の
二
倍

に
取
れ
ば
'

こ
れ
は

A
B
-
2
C
A

に
よ
っ
て
'

股
の
A
B

と
等
し
い
｡
そ
れ

に
句
股
較

A
F

を
加
え
た

D
F

は
t
D
F
-
A
D
+
A
F
-
2
C
A
+
C

F

I
C
A
I

C
A
+
C
F
=
C
A
+
B
C

と
な
る
｡

こ
れ
は
弦

B
C

と
股

A
B

を
加
え
た
も
の

で
'
句
弦
和
で
あ
る
｡
こ
の
句
弦
校
と
句
弦
和
を
た
が
い
に
乗
ず
れ
ば
t

A
F
x

D
F
I
(B
C
I
C
A
)
×
(B
C
+
C
A
)
=
B
C
2-
C

A
eI

A
B
2
と
な
る
か
ら
'
股
A
B

の
自
乗
(妾
=
A
B
tD
の
面
積
)
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
る
に
t
A
B
I
D
A

で
あ
る
か

二
六
七
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A

句股によって幾何を解 く

固 (1)(『幾何原本』巻三

命題36)｡∠J-甲,Z-乙,
B-丙,r-丁,A-氏,

また dB-股,BZ-股,
BZ-句,dZ-弦という
対艦がなされている｡

二
六
八

ら

'
DA
2
=

A

F

x
D
F

と
な
る
｡
ゆ
え
に
'
線
分

D
F

は

A

に
お
い
て
外
車

比
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
句
股
校
と
句
股
和
を
た
が
い
に
乗
じ
た
も
の
が
股
の
幕
と
な
る

よ
う
に
す
れ
ば
'
理
分
中
未
練
が
得
ら
れ
る
｡
だ
か
ら
外
車
比
は
句
股
法
に
則
っ

て
作
固
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
梅
文
鼎
は
､
こ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
､

た
だ
理
分
中
未
練
は
句
股
と
源
を
異
に
す
る
に
似
た
る
も
'
い
ま
立
法
の
初

(54
)

め
に
併
心
す
れ
ば
t
L
か
も
す
な
わ
ち
句
股
よ
り
出
ず
｡

と
断
言
し
た
の
で
あ
る
｡
ど
の
よ
う
に
複
薙
な
も
の
で
あ
つ
て
も
'
幾
何
は
旬
股
か
ら
導
び
か
れ
る
と
い
う
結
論
は
'
こ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
外
車
比
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
'

1
つ
の
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
｡

『幾
何
原
本
』
奄
三
命
題
三
十
六
は
､

｢
も
し
園
の
外
部
に

一
瓢
が
と
ら
れ
'
そ
こ
か
ら
園
に
二
つ
の
直
線
が
ひ
か
れ
'
そ
れ
ら
の
一
方
は
園
を

切
り
'
他
方
は
按
す
る
と
す
れ
ば
'
切
る
線
分
の
全
鰹
と
'
外
部
に
そ
の
鮎
と
凸
形
の
弧
と
の
間
に
切
り
と
ら
れ
た
線
分
と
に
囲
ま
れ
た
矩
形
は
'

接
線
の
上
の
正
方
形
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
割
線
が
園
の
中
心

Z

を
通
る
ば
あ
い
は
'
固

一
〇
に
お
い
て
t
A
Z
l
･
A
Ll
-

AB2
が
成
立
す
る
こ
と
を
澄
明
す
れ
ば
よ
い
｡
梅
文
鼎
は
こ
の
命
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

甲
乙
丙
は
句
股
形
｡
乙
丙
句
を
も
っ
て
牛
径
と
な
し
て
園
を
作
れ
ば
'
す
な
わ
ち
甲
丙
股
は
切
線
と
な
る
｡
甲
乙
弦
を
割
線
と
な
す
｡
甲
乙
割

線
内
よ
り
丁
乙
の
年
毎
を
減
ず
れ
ば
'
す
な
わ
ち
甲
丁
は
句
股
較
と
な
る
｡
甲
乙
割
線
に
乙
戊
の
年
毎
を
加
え
れ
ば
'
す
な
わ
ち
甲
戊
は
句
弦

和
と
な
る
｡
和
に
校
を
乗
じ
て
聞
方
す
れ
ば
甲
丙
股
を
得
る
｡
も
し
割
回
線
は
乙
の
心
を
過
ぎ
ざ
る
こ
と
甲
辰
の
ご
と
-
な
れ
ば
'
す
な
わ
ち

(55
)

他
の
句
脱
法
を
も
っ
て
こ
れ
を
明

す

｡

は
じ
め
に
'

『原
論
』
の
澄
明
と
同
様
に
割
線
が
園
の
中
心
を
通
る
場
合
と
へ
そ
う
で
な
い
場
合
に
つ
い
て
論
じ
る
｡
前
者
は
'
三
角
形

A
B
Z

が

直
角
三
角
形

(旬
股
形
)
で
あ
る
か
ら
'
句
股
法
に
よ
っ
て
簡
単
に
次
の
式
が
導
び
か
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'



J
(
由

顕

著

A
A
)
×

(宙
転
籍
A
Z
.)
=
滞

B
A

と
な
る
｡

次
に
割
線
が
中
心
を
通
ら
な
い
場
合
を
考
え
よ
う
｡
中
心

E

か
ら
割
線
に
垂
線

E
Z

(梅
文
鼎
は
十
字
線
と
よ
ぶ
)
が
引
か
れ
t

E
B
,
Er
,

E
A
が

結
ば
れ
た
と
す
る
(囲
二

参
照
)
｡

中
旬
股

F
Z
E

に
お
い
て
t
F
E

は
小
弦
t
F
Z

は
小
股
､
E
Z

は
中
旬
で
あ
る
｡
A
A
･
A
T
I
(A
Z
+

Ll
Z
)
(A
Z

I
r
Z
)
=
A
Z
2-
]lZ
2=
A
Z
2-
E
]12+
E
Z
2
ま
た
三
角
形

A
Z
E
も
句
股
形
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
式
は
t

A
E
2-

E
Z
12
と
な
る
0
さ
ら
に
､
A
D

･
A
F

-
(A
E
-
D
E
)
･
(A
E
+
D
E
)
=
A
E
2-
D
E
2'
ま
た

E
Z
T
I
D
E
｡
ゆ
え
に
t
A
A
･
ZlA
=
A
D
･
A
F
と
な
る
｡
と
こ
ろ
が
三
角
形

A
B
E
は
句
股
形

で
あ
り
'
し
か
も
さ
き
に
見
た
通
り

A
D

･
』
F
I
A
B
2
が
成
立
す
る
｡
し
た
が
っ
て
t
A
A

･
T
.A
=
A
B
2
と
な
る
｡

以
上
の
二
例
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
'
幾
何
は
句
股
法
を
用
い
て
解
-
こ
と
が
で
き
る
｡
梅
文
鼎
は
句
股
法
を
原
理
的
な
位
置
に
お
き
へ
そ

れ
に
よ
っ
て

『幾
何
原
本
』
の
諸
命
題
や
系
を
澄
明
し
て
み
た
の
で
あ
る
｡
軍
に
こ
う
し
た
作
業
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
.
天
文
学
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
す
球
面
三
角
法
を
'
句
股
法
を
用
い
て
ど
の
よ
う
に
解
い
た
か
に
つ
い
て
'
次
に
述
べ
て
み
た
い
｡
球
面
三
角
法
は

『弧
三
角
撃

要
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
'
い
ま
考
え
よ
う
と
す
る
問
題
が
論
語
さ
れ
て
い
る
の
は
'

『墾
堵
測
量
』
二
巻
の
な
か
で
あ
る
｡
こ
の
問
題

を
考
察
す
る
に
は
'
角
を
用
い
る
西
法
と
弧
を
用
い
る
古
法
と
の
関
係
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
鮎
に
か
ん
し
て
'
球
面
三
角
形
に
お
い

て
は
'
過
す
な
わ
ち
弧
が
そ
れ
に
相
封
す
る
角
と
封
癒
す
る
こ
と
か
ら
'
梅
文
鼎
は
古
法
と
西
法
と
が
た
が
い
に
通
じ
あ
う
も
の
だ
と
い
う
認
識
か

B

囲11 句股によって幾何を

解 く固 (2)(『幾何原
本』巻 3命題36)｡
A-甲, E-乙, B
-丙,D-丁,F-

戊,Il-千,A-磨,

Z-巳と謹みかえる｡

梅
文
鼎
の
教
撃
研
究

ら
出
蒙
す
る
｡
こ
の

『墾
堵
測
量
』
を
著
す
こ
と
に
よ

っ
て
'
最
終
的
に
は
元
の

『授
時
暦
』
を
説
明
す
る
方
法
を
確
立
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡

は
じ
め
に
､
球
面
三
角
形
を
ど
の
よ
う
に
解
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め

に
､
か
れ
の
記
述
を
引
用
し
て
み
よ
う
｡

堅
堵
測
量
と
は
句
股
法
な
り
｡
西
術
を
も
っ
て
こ
れ
を
言
え
ば
'
す
な
わ
ち
立

三
角
法
な
り
｡
古
九
章
は
立
方
を
も
っ
て
斜
劃
し
て
堅
堵
と
な
す
｡
そ
の
両
端

二
六
九



東

方

畢

報

は
み
な
句
股
な
-
｡
再
び
こ
れ
を
割
け
ば
'
す
な
わ
ち
錐
鰹
と
な
-
'
し
か
も
四
面
は
み
な
句
股
た
り
｡
-
-
-
-
し
か
し
て
各
お
の
三
角
三

(56
)

過
あ
り
｡
ゆ
え
に
こ
れ
を
立
三
角
と

い

う

｡

立
三
角
と
い
う
の
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
面
を
構
成
す
る
三
角
形
が
直
角
を
含
む
よ
う
な
四
面
鰻
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
立
三
角
を
め
ぐ
っ
て

『堅
堵
測

量
』
の
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
立
一二
角
形
は
句
股
形
(直
角
三
角
形
)
を
根
本
的
な
構
成
要
素
と
し
て
い
る
｡
こ
の
墾
堵
と
い
う
言
葉
は
'
も

と
も
と

『九
章
算
術
』
の
奄
五

｢
商
功
章
｣
の
劉
微
の
注
に
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'

｢
立
方
を
斜
に
切
れ
ば
二
つ
の
墾
堵
が
得
ら
れ

(57
)

る
｡
斜
に
切
断
さ
れ
た
墾
堵
は
'
そ
の

l
つ
を
陽
馬
と
L
へ
も
う

一
つ
を
竃
隅
と
す
る
｣
か
れ
は
こ
の
用
語
を
生
か
し
た
.
紫
贋
は
も
と
も
と
竃
膳

と
書
か
れ
た
｡
そ
れ
は
立
三
角
に
相
普
す
る
｡
平
面
測
量
が
三
角
法
=
句
股
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
'
立
腹
の
場
合
は
こ
の
常
臓
に
始
ま
る
｡
し
か
も

そ
れ
は
句
股
形
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
梅
文
鼎
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
｡

論
に
い
わ
-
｡
面
を
量
る
も
の
は
必
ず
三
角
よ
り
始
め
'
艶
を
量
る
も
の
は
必
ず
紫
臓
よ
り
始
む
｡
み
な
有
法
の
形
な
り
｡
面
を
量
る
も
の
は

こ

れ
を
析
L
t
三
角
に
至
り
て
止
む
｡
こ
れ
を
再
析
す
れ
ば
'
す
な
わ
ち
三
角
な
る
の
み
｡
鮭
を
量
る
も
の
は
こ
れ
を
析
L
t
架
膳
に
至
-
て

止
む
｡
こ
れ
を
再
析
す
れ
ば
'
す
な
わ
ち
解
職
な
る
Q
.み
｡
-
面
の
も
っ
て
析
し
て
三
角
と
な
す
べ
き
も
の
は
'
す
な
わ
ち
有
法
の
面
と
な
す
｡

鰹
の
も
っ
て
析
し
て
架
構
と
な
す
べ
き
も
の
は
'
す
な
わ
ち
有
法
の
鰻
と
な
す
｡
け
だ
し
紫
隅
は
す
な
わ
ち
立
三
角
の
異
名
な
り
｡
膿
を
量
る

(58
)

も
の
は
必
ず
立
三
角
を
も
っ
て
す
る
｡

こ
れ
に
あ
ら
ず
ん
ば
'
す
な
わ
ち
得
て
量
る
べ
か
ら
ず
｡

固
形
を
分
析
し
て
行
っ
て
原
理
的
な
法
則
を
そ
な
え
た
基
本
固
形
に
た
ど
り
つ
い
た
と
き
'
平
面
の
場
合
が
三
角
形
で
あ
る
よ
う
に
'
立
腹
の
場
合

は
紫
隅
で
あ
る
｡
平
面
幾
何
が
句
股
に
よ
っ
て
解
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
'
俸
統
数
学
の
九
章
の
範
囲
の
な
か
に
球
面
の
問
題
を
扱
う
球
面
三
角
法

を
解
-
鍵
が
あ
る
｡
そ
れ
は
常
梶
の
も
つ
法
則
性
で
あ
る
｡
こ
れ
に
基
づ
い
て
か
れ
が
確
立
し
た
鰹
系
に
よ
っ
て
､
郭
守
敬
の

『授
時
暦
』
'

あ
る

い
は
こ
れ
を
踏
襲
し
た
明
の

『大
統
暦
』
も
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
具
鰹
的
に
説
明
す
れ
ば
'
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡

い
ま
球
面
上
に
直
角
三
角
形

A
B
C

が
あ
る
と
す
る

(園
1
二
)｡

角

C

を
直
角
と
す
る
｡
弧

A
C

を
含
む
大
園
は
赤
道
圏
'
弧

A
B
を
含
む

大
園
は
黄
道
園
で
あ
る
｡
こ
の
弧
を
含
む
象
限
に
'
赤
道
面
と
黄
道
面
を
二
つ
の
面
と
す
る
よ
う
な
'
い
わ
ゆ
る
堅
堵
形

(0･A
D
EFC,.)
を
作
る
｡



こ
の
堅
堵
を
'
三
鮎

0,B
.
C

を
通
る
平
面
に
よ
っ
て
切
断
す
れ
ば
'
い
わ
ゆ
る
紫
隔
､
す
な
わ
ち
立
三
角
形

0
-K
A
L
が
作
ら
れ
る
｡
次
に
こ

の
立
三
角
形
に
つ
い
て
成
立
す
る
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
立
鰹
の
内
部
に
は
球
面
三
角
形

A
B
C
t

お
よ
び
球
面
三
角
錐

O
-A
B
C
が
含
ま
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
へ
こ
の
立
三
角
形
の
各
面
を
構
成
す
る
平
面
は
'
句
股
形
す
な
わ
ち
直
角
三
角
形
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
そ
れ

/-

--

ら
は
斜
面
の
三
角
形

K
A
O
､
立
面
の
三
角
形

K
L
A

と
三
角
形

K
L
O
､
お
よ
び
底
面
の
三
角
形

L
A
O
で
あ
る
｡

次
に

A
B
-
cV
A
C
=
b
〉

Z
K
A
L
I
A

と
す
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
四
要
素
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
関
係
式
が
成
立
す
る
｡

ま
ず
三
角
形

K
L
A

に
つ
い
て
は
､
A
L
=
A
K
･
cos
A
｡

し
か
る
に

A
K
=
O
A
ニ
a
n
c,
A
L
I
O
A

ニ
an
b
で
あ
る
か
ら
､

ta
n

b
=

tan
c
,
co
sA

L D
/′~､､ ( /′■■■■■ー＼

固12 塑堵測量固｡AB- C,CA- ら ,BC=a,
KA-Aである｡

0

梅

文

鼎

の
数

学

研

究

と
な
る
｡
平
面

K
A
L
と
平
行
に
鮎

C

を
通
る
平

面
に
よ
っ
て
立
三
角
形

0
-
K
A
L

を
切
れ
ば
'
切
断
面
と
し
て
直
角
三
角
形

M
N
C

が
で
き
る
｡

こ
の
三
角
形
に
お
い
て
t

M
C
=
N
C

･
tan
Z
M
N
C

と
な
る
｡
Z
M
N
C
-
A
,
N
C
=
O
C
･
sin
b
,
M
C
=
O
C
･

taロ
a
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
式
は
t

ta
n

a

=

s
in

ら
.
ta
n
A

と
な
る
｡
ま
た
鮎

C

に
か
ん
し
て
も
同
棲
に
す
れ
ば
'
直
角
三
角
形

B
P
Q
が
作
ら
れ

る
｡
B
Q
=
B
P
･
sin
Z
B
P
Q
,
Z
B
P
Q
I
A
}
B
P
I
O
C
･
sin
c,
B
Q
I
O
B
･
sin
a
で

あ
る
か
ら
へ

s
in

a

:

sin

c
,
sin

b

と
な
る
｡
さ
ら
に
三
角
形

A
O
K

上
に
お
い
て
t
M

N
㌔
K
A

で
あ
る
か
ら
'
直
角
三

角
形

M
O
N
と
直
角
三
角
形

K
O
A

と
は
相
似
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
t
O
A
‥
O
N
=

O
K

‥
O
M
〉
す
な
わ
ち

O
A

‥
O
C

｡
cos
b
-
O
A
･
sec
c
‥

O

C
｡
sec
a〉

ゆ
え
に

二
七

l
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cos
c

=

cos
a

.
cos
t

と
な
る
｡
以
上
得
ら
れ
た
四
つ
の
関
係
式
に
よ
っ
て
'
≡
弧

a,
b,c
t
お
よ
び
角

A

の
関
係
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
を
天
球
に
適
用
す

れ
ば
､
鮎

A

は
春
分
鮎
､
角

A

は
黄
赤
大
距

(す
な
わ
ち
黄
道
傾
斜
角
e)､
A
B
I
c
は
太
陽
の
黄
径
t
A
C
-
b
は
赤
経
t
C
B
=
a
は
赤
緑
で
あ
る

か
ら
へ
暦
の
作
成
に
必
要
な
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
関
係
は
解
か
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
に
基
づ
い
て
'

『堅
堵
測
量
』
奄
二
で
は

『授
時
暦
』
の
解
樺
に
重
鮎
を
置
い
た
議
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
は
'
八
桟
の

法
(正
弦
､
飴
弦
'
正
割
な
ど
の
三
角
函
数
表
)
を
用
い
'
句
股
に
よ
っ
て
滞
鰹

(球
鰹
)
を
解
-
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
郭
守
敬
の
数
学
を
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
た

も
の
と
解
樺
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
球
面
三
角
形
も
そ
れ
を
分
解
し
て
考
え
れ
ば
'
基
本
的
な
立
三
角
形
に
よ
っ
て
解
け
る
｡
立
三
角
は
句
股
に
よ

っ
て
成
立
す
る
｡
し
た
が
っ
て
'
結
局
は
句
股
法
に
締
着
す
る
と
い
う
こ
と
が
'
こ
の

『堅
堵
測
量
』
に
展
開
さ
れ
た
議
論
と
そ
の
固
解
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
量
法
は
句
股
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
句
股
は
し
た
が
っ
て
幾
何
学
の
す
べ
て
を
治
め
る
と
い
う
梅
文
鼎

の
考
え
方
は
'
以
上
の
よ
う
な
具
鮭
的
な
研
究
に
よ
っ
て
明
白
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

句
股
の
法
が
量
法
の
原
理
的
な
位
置
に
あ
り
'
他
の
諸
法
は
こ
れ
に
従
属
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
補
強
す
る
た
め
に
'
次
の
よ
う
な

文
章
を

『平
三
角
畢
要
』
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
｡

西
法
の
三
角
を
用
い
る
は
'
な
お
古
法
の
旬
股
を
用
い
る
が
ご
と
し
｡
た
だ
三
角
に
鈍
角
あ
る
も
'
句
股
に
は
こ
れ
な
し
｡
論
者
つ
い
に
句
股

の
術
に
窮
ま
る
と
こ
ろ
あ
り
と
い
う
｡
殊
に
鋭
角
形
は
す
べ
か
ら
-
分
ち
て
爾
句
股
と
な
す
べ
き
を
知
ら
ず
｡
鈍
角
形
は
す
べ
か
ら
-
句
股
を

補
成
す
べ
し
｡
過

･
角
の
比
例
は
句
股
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
｡
弧
三
角
に
至
り
て
は
'
直
線
を
も
っ
て
濯
園
を
測
る
｡
そ
の
理
は
も
っ
と
も
奇

な
り
｡
ま
た
句
股
の
な
き
な
か
よ
-
'
尋
ね
て
句
股
を
出
だ
す
な
-
｡
し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
句
股
は
三
角
の
形
を
備
え
ず
と
い
え
ど
も
'
よ
-

(59
)

三
角
の
理
を
兼
ね
'
三
角
は
句
股
の
外
に
出
で
ず
し
て
､
し
か
も
よ
-
句
股
の
用
を
つ
-
す
｡

一
に
し
て
二
'
二
に
し
て

一
な
る
も
の
な
り

｡



Ⅴ

結

び

梅
文
鼎
は
'
俸
統
的
な
中
開
教
学
と
'
新
た
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
の
そ
れ
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
何
が
映
け
て
お
り
'
何
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
に
つ
い

て
検
討
し
た
｡
そ
の
結
果
'
幾
何
学
は
マ
テ
オ
=

-
ツ
チ
以
後
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た

｢
測
量
｣
術
の
手
段
と
な
っ
た
｡
筆
算
'
筆
算
'
尺
算
な
ど

は
'
本
質
的
に
は
中
法
を
い
-
ら
か
変
化
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
三
角
や
比
例

(封
教
法
)
は
も
と
も
と
中
法
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
'

特
に
明
確
に
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
し
か
し
'
古
法
の
方
法
は
も
と
も
と
西
法
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
､
こ
の
算
法
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ

(60
)

と
か
ら
へ
こ
れ
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
'
と
考
え
た
｡
教
学
の
理
論
と
い
う
も
の
は
正
し
-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
へ
そ
れ
が
事
案
に

適
用
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
も
つ
と
も
肝
要
な
鮎
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
観
鮎
か
ら
す
れ
ば
'

｢
中
西
は
何
ぞ
こ
れ
を
揮
ぽ
ん
や
｣
と
い

う
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が
っ
て
'
ま
ず
か
れ
は
普
遍
的
な
数
学
の
知
識
を
中
国
と
西
洋
の
両
者
に
つ
い
て
求
め
'
次
に
そ
れ
を
賓
用
主
義
的
翫
鮎
か

ら
許
慣
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

し
か
し
､
か
れ
は
無
原
則
的
な
鷹
用
主
義
的
立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
｡
か
れ
は
中
法
と
西
洋
に
わ
た
っ
て
'
あ
ら
ゆ
る
数
学
の
分
野
に

つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
な
っ
た
｡
そ
の
な
か
に
俸
統
教
学
を
俸
え
る
資
料
と
し
て
､

『九
章
算
術
』
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
呉
敬
の
『九
章
比
類
』
､

周
逮
撃
の

『暦
宗
算
合
』
､
程
大
位
の

『直
指
算
法
統
宗
』
'
季
長
茂
の

『算
海
説
詳
』
な
ど
'
さ
ら
に
方
中
通
の

『教
度
街
』
な
ど
が
あ
り
へ
西
法

に
は

『天
撃
初
画
』
や

『崇
顧
暦
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
数
学
書
､
ま
た
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
醇
風
砕
の

『
天
嬰
合
通
』
'

お
よ

び

『酉
鏡
錬
』
な
ど
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
'
中
西
南
数
学
の
す
べ
て
を
統

一
的
に
鮭
系
附
け
る
原
則
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
｡

命
数
法
や
記
数
法
､
整
数
と
分
数
の
四
則
計
算
､
あ
る
い
は
開
方
法
な
ど
を
教
学
の
も
っ
と
も
基
礎
を
形
成
す
る

一
群
と
す
る
｡
そ
の
基
礎
の
上

に
成
立
す
る
す
べ
て
の
数
学
は
､
量
法
と
算
術
の
二
つ
か
ら
な
る
鰹
系
と
考
え
る
｡
句
股
に
つ
い
て
は
'
す
べ
て
の
量
法
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
'

あ
ら
ゆ
る
固
形
的
数
学
の
各
分
野
を
解
-
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
｡
か
れ
以
前
に
も
'
方
中
通
は

｢
九
章
は
み
な
句
股
よ
り
出
ず
｣
と
結
論
し

梅
文

鼎

の
数

撃

研

究



東

方

学

報

(61
)

て
い
た
｡
梅
文
鼎
は
教
学
は
量
術
と
算
法
か
ら
な
る
と
考
え
た
｡
し
か
も
算
術
は
句
股
以
上
に
用
途
の
廉
い
も
の
で
あ
る
｡
句
股
法
に
と
っ
て
映
-

べ
か
ら
ざ
る
開
方
法
も
解
樺
に
よ
っ
て
は
算
法
と
言
え
よ
う
が
'
栂
文
鼎
は
そ
れ
は
も
つ
と
基
礎
的
な
位
置
に
お
-
｡
と
こ
ろ
が
'
句
胴
測
量
の
な

か
に
も
方
程
法
が
有
効
な
部
門
も
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
算
法
の
な
か
で
も
つ
と
も
重
要
な
も
の
は
方
程
で
あ
る
｡
差
分
'
均
輸
'
盈
股
な
ど
の
算

法
に
よ
っ
て
は
計
算
で
き
な
い
も
の
も
'
方
程
法
に
よ
っ
て
解
け
る
｡
そ
れ
だ
け
で
は
な
-
て
'
本
来
は
そ
の
よ
う
な
算
法
に
よ
っ
て
行
な
う
も
の

も
方
程
を
用
い
れ
ば
'
簡
単
に
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
､
九
章
の
各
法
の
範
囲
を
で
る
も
の
も
方
程
が
解
い
て
-
れ
る
｡
し
か
し
'
こ
う
し

た
方
程
の
停
統
も
西
洋
数
学
の
流
入
と
と
も
に
､
そ
の
生
命
が
失
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
｡
し
か
も
こ
の
方
程
法
に
は
'
す
で
に
多
-
の
誤
り
が

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
梅
文
鼎
は
文
献
の
整
理
を
通
し
て
､
方
程
法
を
鰹
系
的
に
構
成
し
な
お
し
た
｡

『方
程
論
』
は
そ
れ
で
あ
っ
た
｡

こ
の
結
論
と
し
て
､
か
れ
は

｢
方
程
は
雑
法
を
御
す
｣
と
し
た
｡

一
方
､

｢
句
股
は
よ
-
幾
何
を
解
き
｣
'

｢
句
股
は
も
っ
て
洋
画
に
通
じ
｣
'
し
た

せ臥

が
っ
て

｢
句
股
は
諸
法
を
治
す
｣
と
し
た
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'

｢
こ
の
二
者
は
あ
い
需

ち
て
'
偏
え
に
贋
す
べ
か
ら
ず
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
､
古
九
章
の
最
後
に
､
方
程
章
と
句
股
章
が
置
か
れ
て
い
る
意
味
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
方
田
'
少
庚
､
商
功
な
ど
の
よ
う
な
句
股
の
法
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
量
法
と
､
そ
れ
以
外
の
方
程
が
主
要
な
位
置
を
占
め

る
算
術
の
両
者
に
よ
っ
て
､
数
拳
の
系
統
だ
て
が
行
な
わ
れ
た
｡
そ
れ
は
か
れ
の
時
代
ま
で
の
数
単
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
は
へ
成
功
し
た
と
言
え
よ

う
｡
同
時
に
古
い
九
章
も
'
か
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
生
命
が
輿
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

か
れ
の
教
撃
に
お
け
る
活
動
は
'
後
に
お
け
る
晴
代
中
期
の
中
国
数
学
の
興
起
と
無
関
係
で
は
な
い
｡
江
永
の

『教
学
』
は
梅
文
鼎
の
数
学
を
め

(62
)

ぐ
つ
て
展
開
さ
れ
た
｡
た
と
え
ば
'

『
正
弧
三
角
疏
義
』
や

『正
弧
三
角
食
通
』
が
そ
れ
で
あ
る
｡
戴
震
の
教
学
は
､
梅
文
鼎
と
比
べ
て
内
容
に
本

質
的
な
襲
化
は
見
ら
れ
な
い
｡
か
れ
の

『
句
股
割
園
記
』
は
'

『至

二
角
撃
要
』
'

『墾
堵
測
量
』
'

『嚢
中
黍
尺
』
の
三
善
に
お
け
る
用
語
を
問
題

(63
)

と
し
て
論
じ
た
が
､
新
し
い
名
稀
に
襲
更
し
た
り
'
古
い
意
味
を
引
用
し
て
粉
飾
を
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
t
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
｡
し
か
し

1
万

に
お
い
て
は
'
級
数
論
な
ど
に
す
ぐ
れ
た
業
績
が
生
ま
れ
て
い
-
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
1
例
と
し
て
､
陳
世
仁
(
1
六
七
六
-
1
七
二
二
)
の

『少
虞
補

遺
』

l
巻
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
明
安
園
も
囲
周
率
に
か
ん
す
る
研
究
書

『割
園
密
率
捷
法
』
四
奄
(初
刊
は
か
れ
の
死
後
の
1
八
三
九
年
)



に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
成
果
を
得
た
｡

梅
文
鼎
の
業
績
が
も
っ
と
も
如
寛
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
､

『数
理
精
薙
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
昔
時
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た

教
学
全
書
で
あ
る
｡
そ
の
な
か
に
は
､
か
れ
の
著
作
が
採
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
｡
下
編
奄
十
八
㌧
両
部
八
の

｢
測
量

｡
句
股
測
量

二
二
角
測

量
｣
は
'
か
れ
の

『平
三
角
撃
要
』
と
内
容
が
同
じ
で
あ
る
｡
ま
た
下
編
奄
十

｢
方
程
｣
は
内
容
を

『方
程
論
』
に
取
っ
て
い
る
｡
比
例
規
を
論
じ

た
下
編
三
十
九
'
四
十
の

｢
比
例
規
解
｣
の
扱
っ
て
い
る
も
の
は
'
す
で
に
解
れ
た
よ
う
に
羅
雅
谷
の

『比
例
規
解
』
と
そ
の
後
に
導
入
さ
れ
た
知

識
に
よ
っ
て
い
る
が
､
梅
文
鼎
の

『度
算
樺
例
』
と
無
関
係
で
は
な
い
｡
上
編
竜

一
の

｢
周
解
経
解
｣
は
か
れ
の

『
周
解
算
経
補
注
』

一
巻
に
よ
っ

(64
)

た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

る

｡

さ
ら
に

『数
理
精
薙
』
も
そ
の

一
部
を
な
す
'
三
部
作

『御
製
律
暦
淵
源
』
全

一
〇
〇
奄
(
1
七
二
三
年
)
の
う
ち
の

『暦

象
考
成
』
所
収
の

｢
弧
三
角
形
｣
二
巻
は
'
か
れ
の

『弧
三
角
畢
要
』
に
即
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

UJ数
理
精
遮
』
は
標
準
的
な
教
学

大
系
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
通
じ
て
も
'
構
文
鼎
の
数
学
は
後
代
の
数
学
者
に
浸
透
し
た
と
言
え
よ
う
｡
そ
の
他
に
も
､

『明
史
』

の

｢
暦
志
｣
大
統
暦
法
の
す
ぐ
れ
た
固
解
は
'
文
鼎
の
影
響
が
無
税
で
き
な
い
(『四
庫
全
書
珍
本
二
集
』
所
収
『大
統
暦
志
』
八
巻
が
あ
る
)
｡

か
れ
は
同
時
代
の
数
学
者

･
天
文
聾
者
の
著
作
に
つ
い
て
も
多
-
の
評
論
を
残
し
た
｡
そ
の
な
か
に
王
錫
聞
'
方
中
通
､
年
希
尭
(『測
算
刀
圭
』
二
巻

の
著
者
)
な
ど
多
数
の
人
び
と
が

い
る
｡

そ
れ
ら
は

『窟
草
堂
文
紗
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
特
に
王
錫
蘭
の
著
作
に
は
大
き
な
関
心
を
示
し
た
｡

｢固
解
序
｣
は
そ
れ
を
示
す
重
要
な
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
方
中
通
と
の
交
通
も
無
税
で
き
な
い
.
し
か
し
'
数
学
の
内
容
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
､
そ
の
鮭
系
と
い
う
鮎
に
か
ん
し
て
は
'
全
-
立
場
を
異
に
し
て
い
た
｡
す
で
に
論
じ
た
通
り
'
方
中
通
の

一
元
論
的
把
握
に
た
い
し
て
､

梅
文
鼎
は
二
元
論
的
膿
系
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
｡

注(1
)

敵
襲
者
徽
之
於
賓
｡
責
則
不
易
｡
不
易
則
席
｡
庸
則
中
｡
中
則
放
之
四
海
九
州

而
準
｡
(『績
草
堂
文
妙
』
巻
二

中
西
算
畢
通
自
序
)
ま
た
銭
賛
珪

『中
国
教

学
史
』
科
学
出
版
社
､
一
九
六
四
㌧
二
六
四
-
二
六
五
ペ
ー
ジ
参
照
｡
こ
こ
で

の
｢中
｣
と
｢庸
｣
は
'
『中
庸
』
の
｢不
偏
之
謂
中
'
不
易
之
謂
庸
｣
と
一

致
す
る
｡

梅
文
鼎
の
数
学
研
究

(2
)

算
家
設
問
以
馬
規
式
｡
意
雄
引
而
不
護
｡
教
則
賃
而
可
椿
.
苛
其
稽
之
而
無
虞

責
可
言
之
教
｡
而
何
以
馬
式
乎
o
至
其
立
法
之
多
連
於
古
o
皆
以
不
探
知
算

理

O

而
臆
見
横
生
｡
又
相
田
而
必
至
也
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻
十
四
『方
程
諭
』

四

刊
誤
)

(3
)

古
之
君
子
不
馬
無
用
之
撃
.
六
聾
次
子
徳
行
｡
皆
賓
撃
O
足
以
経
世
老
也
｡
数

雑
居
垂
之
末
｡
而
馬
用
甚
庫
O
測
天
度
也
｡
非
数
不
明
.
治
賦
理
財
o
非
教
不

二
七
五



東

方

学

報

核
｡
屯
督
布
陣
｡
非
数
不
審
｡
程
功
重
役
｡
非
教
不
錬
｡
(『梅
氏
策
書
輯
要
』

竜

三

『方
程
論
』

T
方
程
論
赦
)

(4
)

暦
也
者
数
也
｡
数
外
無
理
｡
理
外
無
数
｡
数
也
老
理
之
分
限
節
次
也
｡
(『梅
氏

叢
書
輯
書
輯
要
』
奄
六
十

｢雑
著
｣
畢
暦
設
)
拙
稿

『東
方
畢
報
』
第
四
十

一

筋
所
収
論
文

｢梅
文
鼎
の
暦
算
畢
｣
参
照
.

(

5
)

暦
生
干
教
｡
教
生
干
理
｡
理
輿
気
僧
O
其
中
有
締
.
蹟
鳶
而
不
軌
也
.
奨
蔦
而

有
常
也
｡
(
-
-
(中
略
)
-
-
夫
天
不
変
｡
理
亦
不
襲
｡
故
歴
代
賢
者
O
往
往

験
天
以
立
法
｡
要
皆
横
有
其
畢
生
之
精
力
｡

始
得
其

一
法
之
合
干
理
｡

-
-

(中
略
)
･･････昔
入
線
理
以
立
教
｡
今
素
因
数
以
知
理
｡
-
≡
)
(『梅
氏
草
書

輯
要
』
巻
四
l
『暦
草
餅
枝
』

1
樺
凡
四
則
)

(6
)

蓋
理
得
数
而
彰
.
数
得
園
而
顕
.
固
待
器
而
虞
.
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻
四
十

『聾
堵
測
量
』
二

囲
容
方
直
簡
法
)

(7
)

今
夫
暦
所
歩
有
四
｡
日
恒
星
｡
日
日
｡
日
月
｡
日
五
星
｡
治
暦
之
具
有
三
｡
日

算
教
｡
日
圏
象
｡
目
測
験
之
器
｡
-
-

(然
)
大
約
三
者
義
之
臭
｡
-
-
暦
者
｡

算
数
也
｡
象
者
｡
圏
也
｡
洋
象
也
(『梅
氏
叢
書
稗
要
』
巻
六
〇

｢薙
著
｣
暦
法

通
致
自
序
)

(8
)

且
夫
数
老
所
以
合
理
也
｡
暦
者
所
以
順
天
也
｡
法
有
可
菜
｡
何
論
東
西
｡
理
所

普
明
｡
何
分
新
奮
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻
四
〇

｢墾
堵
測
量
｣
二
)

(9
)

夫
歩
暦
本
於
算
数
｡
算
数
老
治
暦
之
綱
要
｡
(『
漬
畢
堂
文
妙
』
巻
二

固
解
序
)

(10
)

拙
稿

『東
方
撃
報
』
京
都
四

1
筋

(
1
九
七
〇
年
三
月
)
所
収

｢梅
文
鼎
の
暦

算
畢
｣
参
照
｡
西
洋
天
文
撃
の
評
債
､
あ
る

い
は
数
挙
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
'

あ
る
程
度
は
論
じ
て
お
い
た
｡
し
か
し
'
そ
の
論
文
は
ひ
じ
ょ
う
に
不
十
分
な

も
の
で
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
t
と
-
に
敷
革
に
つ
い
て
か
れ
の
論
鮎
を
明
確

に
し
た
い
と
す
る
の
が
本
稿
で
あ
る
｡

(ll
)

孫
文
青

九
章
算
術
篇
目
致
上

師
大
月
刊

民
国
二
十
二
年
第
三
期

六
八

ペ
ー
ジ
に
は
'
九
章
の
篇
目
の
沿
革
が

一
覧
表
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
そ
れ
を

参
照
さ
れ
た
い
｡

(12
)

夫
敷
革

一
也
｡
分
之
則
有
度
有
数
｡
度
考
量
法
｡
敬
老
算
術
｡
是
両
者
皆
由
浅

入
深
.
是
故
量
法
最
浅
老
方
田
｡
精
進
徳
少
庶
0
番
商
功
.
両
極
於
句
股
o
算

二
七
六

術
最
洩
者
東
布
｡
梢
進
盛
衰
分
.
薦
均
輪
0
番
盈
胎
C
而
極
於
方
程
0
万
程
於

算
術
｡
猶
句
股
之
於
量
法
｡
皆
其
最
精
之
事
｡
不
易
明
也
｡
而
算
畢
無
閲
進
取
｡

(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻

l
l
『方
程
論
』

1
万
程
論
護
凡
)

(1
)

敷
革
有
九
.
要
之
則
二
支
｡

l
者
算
術
｡

T
薯
量
法
.
量
法
老
長
短
遠
近
.
以

求
其
距
｡
西
法
謂
之
測
線
｡
方
囲

･
孤
矢

･
案
積

･
周
径
以
相
求
｡
西
法
謂
之

測
面
｡
立
方

･
揮
囲

･
堆
塊
之
形
｡
以
求
容
積
｡
西
法
謂
之
測
鰻
｡
在
古
九
章
｡

則
馬
方
田
.
希
少
磨
.
薦
商
功
｡
為
句
股
｡
算
術
者
消
息
盈
虚
O
乗
除
進
退
｡

以
差
多
寡
｡
験
往
以
測
来
｡
西
法
謂
之
比
例
.
通
分
子
母
.
整
斉
董

1
｡
不
義
老

以
法
命
之
O
西
法
謂
之
崎
零
｡
岩
夫
膳
薙
重
複
｡
参
錯
難
椿
｡
即
顕
験
幽
O
探

焼
窮
深
.
無
例
可
比
｡
故
西
法
別
立
借
衰
互
徴
以
薦
用
｡
亦
比
例
也
.
在
古
九

章
｡
則
為
栗
布
0
番
衰
分
0
番
均
輪
0
番
盈
脆
｡
寅
方
程
.
此
二
者
相
需
不
可

偏
麿
O
(『梅
氏
暦
算
全
書
』
所
収

『方
程
論
』
巻

1
飴
論
)

｢
参
錯
難
措
｡
即

蘇
験
幽
｡
探
蟻
窮
深
｣
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
は
'

『易
経
』
繋
節
上
､

｢其

●

受
命
也
如
響
｡
無
有
遠
近
幽
深
｡
遮
知
乗
物
｣
､

｢参
伍
以
奨
O
錯
綜
英
数
｣
'

●

●

｢探
険
素
懐
｡
鈎
深
致
遠
｣
'

『同
右
』
下
'

｢夫
易
彰
往
而
察
来
｡
而
徴
額
閲

幽
｣
等
を
参
照
｡

(14
)

『同
文
算
指
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
'
武
田
庸
雄

｢
同
文
算
指
の
成
立
｣

『料

挙
史
研
究
』
第
三
〇
窮

(
1
九
五
四
年
七
月
)
七
I

l
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ

た
い
O

(15
)

拙
稿

『東
方
畢
報
』
京
都
所
収
論
文
第
四

1
筋
.

(16
)

度
数
之
撃
｡
凡
有
七
種
.
共
相
連
綴
O
初
夢

一本
｡
日
数
｡
日
度
.
論
物
幾
何

衆
｡
共
用
之
｡
則
算
法
也
｡
度
者
｡
論
物
幾
何
大
｡
共
用
之
｡
測
法
量
法
也
0

(『西
洋
新
法
暦
書
』
所
収

『
測
天
約
説
』
巻
上

首
篇
)
七
種
の
内
容
は
'
二

●

本
の
数

(-
算
法
)
と
度

(=
量
法
)
'

三
幹
の
硯
と
聴

(-
音
楽
)
と
軽
重
'

お
よ
び
硯

に

含
ま
れ
る
二
枝

の

測
天
と
測
地
の
七
つ
で
あ

る
｡

(17
)

論
度
数
者
｡
其
綱
領
有
二
｡

一
日
量
法
｡

1
日
算
法
｡
(『同
書
』
所
収

『
比
例

税
解
』
目
録
)

(
18

)

綴
術
之
用
又
有
二
｡
其

1
0
終
物
以
薦
度
.
論
其
幾
何
大
O
日
量
法
也
｡
其

1
.

裁
物
以
番
数
.
論
其
幾
何
衆
｡
日
算
法
也
｡
(『同
書
』
所
収

『測
量
全
義
』
巻
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(19
)

梅
文
鼎
が
行
な
っ
た
九
章
の
篇
名
を
冠
す
る
著
作
に
は
'

『方
田
適
法
』

一
巻
'

『句
股
撃
隅
』

一
巻
'

『九
教
存
古
』
十
巻
'

『方
程
論
』
六
巻
'

『少
庚
拾

遺
』

一
巻
へ

『句
股
測
量
』
二
審
な
ど
が
あ
る
｡

(
20
)

武
田
楠
雄

前
掲
論
文
.
ク
ラ
ビ
ウ
ス
の
教
畢
書
と
い
う
の
は
､
C
tav
iu
s,
C
;

E
p
itom
e
A
r
ithm
etic
ae
P
ra
ciica
e
,1583
で
あ
る
｡
以
後
緯
刊
さ
れ
､
北

堂
所
蔵
本
に

は
'
一五
八
三
年
本
､
八
五
年
本
'
九
二
年
本
'

一
六
〇
七
年
本

の
四
種
が
あ
っ
た

(季
候

『中
国
数
学
史
』
民
国
二
五
年
､
島
本

･
薮
内
諾

一
五

一
ペ
ー
ジ
)O

ま
た
中
国
の
教
畢
書
と
い
う
の
は
'
主
要
な
も
の
と
し
て

『算
法
統
宗
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
21
)

日
｡
然
則
子
何
以
易
衡
而
直
｡
日
｡
穿
行
者
西
国
之
書
也
｡
天
方
国
字
自
右
而

左
｡
欧
超
巴
字
自
左
雨
着
｡
皆
衡
列
篤
行
0
枚
中
文
字
轟
然
也
｡
彼
之
文
字
既

衡
｡
散
筆
算
亦
衡
｡
取
其
便
於
彼
用
耳
｡
非
求
異
於
我
也
｡
吾
之
文
字
既
直
0

故
筆
算
宜
直
O
亦
取
其
便
於
用
耳
o
非
衿
勝
於
彼
也
O
又
何
惑
蔦
.
間
者
以
馬

然
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻

一
『筆
算
』

1
自
序
)

(
22
)

筆
算
易
横
馬
直
.
以
便
中
土
O
蓋
直
下
而
書
者
｡
中
土
聖
人
之
奮
｡
而
吾
人
所

習
也
O
輿
蕎
算
易
直
薦
横
o
其
理
正
岡
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻

l
『筆
算
』

一

課
凡
)

(
23

)

威
賛
投

『中
国
数
学
史
』

一
九
六
四
年

二
五
二
ペ
ー
ジ
｡

(

24
)

測
量
句
股
｡
全
侍
開
方
｡
開
万
有
平
有
立
｡
而
平
之
用
博
｡
以
共
有
賓
無
法
｡

故
別
馬

一
術
｡
以
佐
乗
除
之
所
窮
｡
(『筆
算
』
五

開
平
方
法
)

(
警

『崇
砥
暦
書
』
所
収

『慧
算
』

一
巻
は
'
造
法

(造
誓
討つ
分
方
'
分
角
へ
定
数
'

定
祇
'
平
立
方
第
㌧
造
匝
)
､
頬
用
算
法

(加
法
'
減
法
'
命
分
二
法
)
'
用
法

(乗
法
､
除
法
'
開
平
方
法
'
開
立
方
法
'
附
子
母
算
法
)
と
な
っ
て
い
る
｡

(讐

厳
敦
傑

｢故
官
所
蔵
酒
代
計
算
儀
器
｣

『文
物
』

一
九
六
二
年

第
三
期
｡

ま

た
註

(25
)
参
照
｡

(27
)

原
法
横
書
｡
故
用
直
筆
｡
篇
直
別
積
数
横
｡
彼
中
文
字
｡
賓
用
横
苦
也
｡
今
直

書
｡
故
用
横
薫
o
慧
横
則
積
数
直
｡
其
理

l
也
｡
亦
有
数
便
0
日
上
而
下
O
乃

中
土
筆
墨
之
宜
｡
便
馬

一
也
｡
丙
午
囲
合

一
位
｡
便
査
教
｡
二
也
｡
商
教
典
賓

梅
文
鼎

の
教

学

研

究

平
行
｡
便
定
位
.
三
也
O
(『筆
算
』

一

自
序
)

(
28

)

比
例
規
に
つ
い
て
は
'
厳
敦
傑

｢伽
利
略
的
工
作
早
期
在
中
園
的
停
布
｣

『料

学
史
集
刊
』
七

一
九
六
四

北
京

参
照
｡

(29
)

割
園
之
法
｡
皆
作
句
股
干
園
内
.
以
先
得
正
弦
O
故
古
人
紙
用
正
弦
｡
亦
無
不

足
｡
今
用
割
切
諸
線
｡
而
皆
生
干
正
弦
｡
(『卒
三
角
奉
要
』
雀

1
補
遺

正
弦

馬
八
線
之
主
)

(
30
)

『梅
氏
叢
書
輯
要
』
所
収

『平
三
角
拳
要
』
巻

一

補
遺
｡

(
31
)

三
上
義
夫

｢清
朝
時
代
の
割
園
術
の
護
達
に
関
す
る
l
考
察
｣
上

･
下

『東
洋

学
報
』

一
八
I
三

･
四

昭
和
五
年
は
'
中
国
と
日
本
に
お
け
る
圃
周
率
研
究

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡

(
32
)

季
候

『中
算
史
論
叢
』
第

1
集

六
〇
-
六
二
ペ
ー
ジ

一
九
五
四
年

二

月
)

参
照
｡

(
33
)

鎖
賓
掠

前
掲
書

二
五
四
ペ
ー
ジ
｡
ま
た
､
武
田
桶
雄

｢
天
元
術
の
喪
失
の

諸
相
1

明
代
数
学
の
特
質
Ⅲ
｣

『科
学
史
研
究
』
三
四
戟

(
l
九
五
五
年
四

-
六
)

1
二
-
二
二
ぺ
I
ジ
参
照
O

(
34

)

同
文
算
指
棺
襲
其
固
｡
具
七
東
方
算
法
而
不
適
干
用
｡
詮
樺
不
無
嘉
誤
｡
西
鏡

録
演
英
国
為
十
乗
方
O
而
畢
教
僅
詳
平
立
三
乗

一
式
而
己
｡
除
皆
末
及
｡
(『少

贋
拾
遺
』
巻

一

自
序
)

(
35
)

近
著
西
撃
牒
興
｡
其
言
句
股
尤
偏
｡
(『方
程
論
』
巻

1

孝
凡

方
程
謬
誤
之

故
)

(36
)

孫
文
青

前
掲
論
文

六
六
ペ
ー
ジ
｡

(
37
)

(方
程
句
股
｡
皆
不
為
近
用
所
需
｡
然
句
股
測
望
｡
白
昔
恒
有
尊
書
｡
近
著
西

畢
験
興
o
其
言
句
股
尤
備
｡
故
九
章
所
載
錐
簡
而
不
至
大
謬
).

至
若
方
程
o

別
無
尊
書
可
讃
｡
所
存
諸
例
｡
文
鳥
俗
本
所
乳
o
妄
増
歌
訣
｡
立
馬
謬
古
之
汰
.

印
定
後
賢
耳
目
｡
而
方
程
不
復
可
用
｡
寛
如
賛
疫
｡
周
官
九
教
o
幾
枚
英

二

云
云

(『方
程
論
』
巻

l

章
凡

方
程
謬
誤
之
故
)

(
38

)

西
畢
精
兵
｡
中
土
失
俸
耳
｡
今
以
西
撃
蹄
九
章
｡
以
九
章
節
周
牌
｡
同
牌
濁
言

勾
股
｡
而
九
章
皆
勾
股
所
生
.
故
以
勾
股
馬
首
.
少
贋
次
之
｡
方
田
次
之
｡
商

功
次
之
｡
均
愉
次
之
｡
盈
脱
衣
之
｡
方
程
次
之
｡
粟
布
次
之
｡

(方
中
通

『教

二
七
七



東

方

学

報

度
街
』
奄

一

凡
例
)

(
39
)

(此
二
者
相
需
不
可
偏
腰
)｡

稚
然
算
術
可
以
済
量
法
之
窮
o
而
量
法
不
可
以

壷
算
術
之
襲
O
何
也
｡
可
量
者
其
可
見
也
｡
天
下
之
不
可
見
者
多
兵
｡
非
算
術

何
以
御
之
｡
故
量
法
有
窮
O
而
算
術
不
窮
也
｡
(『梅
氏
暦
算
全
書
』
所
収

『方

程
論
』
巻

一

飴
論
)

(
40

)

若
所
謂
同
文
算
指
者
｡
大
約
用
三
率
｡
以
襲
古
法
｡
至
干
盈
胸
方
程
｡
則
其
術

不
復
可
行
｡
干
是
取
古
人
之
法
｡
以
博
之
｡
罪
刑
氏
之
所
侍
也
｡
算
術
之
妙
｡

莫
盈
肺
方
程
若
0
両
泰
西
皆
無
之
O
是
九
章
閲
英
二
也
.
(『方
程
諭
』
巻

一

験
論
)

(41
)

算
術
之
有
方
程
｡
猶
畳
法
之
有
句
股
｡
必
探
知
諸
算
術
｡
而
後
能
言
方
程
｡
猶

之
必
探
知
諸
量
法
｡
而
後
能
治
句
股
也
｡
諸
方
田

･
少
虞
凡
慮
畳
法
者
｡
往
荏

有
可
以
句
股
立
算
｡
而
諸
法
不
能
治
句
股
｡
方
程
之
手
業
布

･
哀
分
也
亦
然
0

故
襟
法
不
能
御
方
程
｡
而
方
堪
能
御
襟
法
｡

-
-

(『梅
氏
叢
書
書
輯
要
』
巻

十
五

『方
程
論
』
五

以
方
轟
御
襟
法
)

(42
)

(寓
算
皆
生
於
和
較
｡
和
較
可
以
御
寓
算
｡
分
合
之
義
也
｡
寓
物
之
末
形
｡

一

両
己
臭
｡

一
且
未
有
｡
況
寓
平
｡
及
共
有
也
.
有

1
則
有
二
e
有
二
則
有
三
.

自
此
以
至
於
無
窮
而
教
生
蔦
央
)O-
和
者
諸
敏
之
合
也
0
校
者
諸
敏
之
分
也
｡

分
則
有
差
｡
故
謂
之
校
｡
較
興
和
相
求
而
法
立
青
臭
｡
-
-

(略
)
-
-
寓
算

錐
多
｡
準
此
灸
｡
政
和
較
者
寓
算
之
綱
也
｡

(算
之
用
至
旬
股
方
程
｡
至
臭
義

兵
｡
窺
高
致
遠
｡
探
険
窮
幽
｡
無
所
不
備
｡
然
共
用
不
出
於
和
校
)
0
(『梅
氏
叢

書
輯
要
』
巻
十

1
『方
程
論
』

T

正
名
)

(43
)

こ
の
ば
あ
い
は
t

f
(a
)
I
V
,

X
=
X
t
,

x2
,

f

(

x

t
)

-

A

,

f

(x

2)
=
B
.

で
あ
る
か
ら
､

･,/I.

･Jr

/
t
I/･
･I
/.

に
よ

っ

て'
近
似解
が求
められる
｡

(讐

方
程
之
用
以
御
隙
雅
O
妙
在
薙
輿
襲
｡
知
英
雄
｡
則
雄
而
不
乳
臭
｡
知
其
襲
0

二
七
八

則
奨
而
不
失
其
常
英
｡
請
書
所
論
｡
育
未
及
此
｡
故
求
之
甚
詳
｡
去
之
愈
達
也
｡

(『方
程
論
』
巻

1

正
名

和
較
相
維
方
程
例
)

(45
)

今
有
甲
宇
摩
貯
金
｡
丁
字
庫
貯
銀
｡
各
不
知
絶
｡
但
云
取
甲
四
之
三
加
丁
五
之

二

｡
則

一
百
一
十
寓
｡
若
以
甲
加
丁
之
倍
数
｡
則
四
百
四
十
寓
｡
問
各
若
干
0

答
日
｡
甲
座
金
四
十
寓
｡
丁
度
銀
二
百
寓
｡
(『方
程
論
』
巻
二

極
敵

背
分

方
程
例
)

(
46
)

凡
算
方
程
O
皆
以
多
色
逓
減
｡
至

1
法
l
賓
O
以
先
知

一
色
之
教
｡
然
此
所
先

求
之

一
色
｡
却
尿
管
有
不
同
之
教
｡
別
法

一
而
賓
非

一
｡
故
以

一
緒
法
而
除
多

賓
｡
非
塵
脚
之
法
不
可
也
｡
(『方
程
論
』
巻
二

極
教

理
洛
方
程
例
)

(
47

)

統
宗
歌
日
｡
四
色
方
程
賓
可
誇
O
須
存
末
位
作
根
芽
｡
若
遇
奇
行
須
減
債
｡
偶

行
之
慣
要
相
加
｡
(『方
程
論
』
巻
四

奇
減
偶
加
排
)

こ
れ
は

『算
法
統
宗
』
巻
十

一
の
次
の
よ
う
な
四
色
方
程
歌
を
省
略
し
た
も

の
で
あ
る
｡

四
色
方
程
法
可
誇
｡
須
存
末
位
作
根
芽
｡
諸
行
乗
減
同
前
例
｡
偶
輿
奇
行
認
莫

差
｡
若
遇
奇
行
須
減
債
｡
偶
行
之
慣
要
相
加
｡
加
減
作
賓
須
加
法
｡
減
法
亦
須

減
法
任
｡
随
問
幾
多
繁
雑
色
0
滴
心斯
推
贋
更
無
他
｡

(48
)

問
井
不
知
深
｡
以
五
等
縄
度
之
｡
用
甲
縄
二
不
及
泉
｡
借
乙
縄

一
補
之
及
泉
｡

用
乙
縄
三
則
借
丙

一
〇
用
丙
鈍
四
則
借
T
T
｡
用
丁
縄
五
則
借
戊

1
.
用
戊
縄

六
則
借
甲

1
0
乃
供
及
泉
O
其
井
深
若
干
｡
玉
等
組
各
若
干
｡
(『方
程
論
』
巻

四

刊
誤

設
問
之
誤
舞
)

(49
)

測
量
非
方
程
事
也
｡
方
程
者
算
術
｡
算
術
侍
計
｡
測
量
侍
日
｡
賓
推
繭
途
｡
測

量
之
不
能
乗
算
術
｡
循
算
術
之
不
発
測
量
｡
錐
日
能
乗
｡
非
其
梓
臭
O
今
時
具

其
所
兼
｡
其
不
能
兼
者
.
有
句
股
諸
法
在
｡

(
一
日
陰
雲
測
量
｡
････=
(略
)
･･･-
則
有
其
相
距
之
度
o
而
可
以
万
巻
敏
之

奏
｡

一
日
宿
度
測
度
0

-
-

(略
)
･三
･･或
有
二
星
同
見
O
或
星
興
太
陰
同
見
｡
則

成
方
程
之
算
粂
)
0

(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻

一
六

『方
程
論
』
六

測
量
)

(
50
)

前
掲

『東
方
畢

報

』
第

四
十

1
難
所
故
論
文
.

(
51
)

鏡
賛
垢

前
掲
書

二
五
七
ペ
ー
ジ
｡



(52
)

幾
何
不
言
句
股
｡
然
其
理
並
句
股
也
｡
(『幾
何
通
解
』
巻

一
)

こ
こ
の
著
者
の
割
注
に
'

｢
西
人
謂
句
股
為
直
角
三
角
形
｡
講
書
時
不
能
合
通
.

迭
分
途
径
｣
と
あ
り
'
句
股
と
は
単
な
る
直
角
三
角
形
と
い
う
固
形
で
は
な
-

て
､
直
角
三
角
形
の
性
質
か
ら
導
び
か
れ
る
句
股
法
の
こ
と
で
あ
る
｡
中
国
的

な
三
角
法
と
性
格
づ
け
が
で
き
よ
う
｡

(
53
)

先
以
丙
戊
線
命
馬
股
｡
以
丙
戊
折
牛
成
丁
戊
｡
命
馬
句
.
取
丙
丁
弦
輿
丁
乙
等
.

則
戊
乙
馬
句
弦
較
O

〔割
注
-
此
奨
股
倍
句
.
成
理
分
中
未
練
〕
亥
戊
倍
旬
｡

輿
丙
戊
股
等
.
以
加
較
｡
成
亥
乙
部
句
弦
和
.
亥
巳
馬
和
較
相
乗
積
O
輿
丙
亥

股
叢
等
.

〔割
注
-
丙
亥
馬
丙
戊
股
之
方
.
即
為
亥
戊
倍
句
之
方
〕
(『幾
何
通

解
』
智

一

丙
戊
線
上
取
理
分
中
未
練
〕

(54
)

惟
理
分
中
末
続
似
輿
句
股
異
源
｡
今
馬
潜
心
於
立
法
之
初
O
而
偽
出
於
句
股
｡

(『幾
何
通
解
』
巻

l

序
言
)

(
55
)

甲
乙
丙
句
股
形
｡
以
乙
丙
旬
馬
牛
径
作
園
｡
則
甲
丙
股
馬
切
線
｡
甲
乙
弦
馬
割

線
｡
甲
乙
割
線
内
滅
丁
乙
半
径
｡
則
甲
丁
馬
句
弦
鮫
｡
甲
乙
割
線
加
乙
戊
半
径
｡

則
甲
戊
馬
句
弦
和
｡
和
束
校
閲
方
得
甲
丙
股
o
若
割
囲
線
不
過
乙
心
如
甲
辰
O

則
以
他
句
股
明
之
｡

(『幾
何
通
解
』
巻

一

解
幾
何
三
巻
第
三
十
六

三
十
七

題
)
本
文
の
圏
に
お
い
て
､
閤
十
で
は
p
甲
は
』
､
乙
は
Z
､
丙
は
B
t
丁
は

F
'
戊
は
A
t
固
十

一
で
は
'
庚
を
A
と
置
き
か
え
て
読
め
ば
よ
い
｡

(
56
)

聖
堵
測
量
者
｡
句
股
法
也
｡
以
西
術
言
之
｡
則
立
三
角
法
也
｡
古
九
章
以
立
方

斜
割
成
堅
塔
｡
其
両
端
皆
句
股
｡
再
剖
之
｡
則
成
錐
鰹
｡
而
四
面
皆
句
股
英
0

(任
以
此
錐
隆
之

l
面
午
窮
鳥
底
｡
則
英
銀
上
指
.
環
而
税
之
｡
皆
成
立
面
之

句
股
)｡
而
各
有
三
角
三

連
｡
故
謂
之
立
三
角
也
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻
三

九

『聖
堵
測
量
』

一

総
論
)

(57
)

邪
解
立
方
得
開
墾
猪
｡
邪
解
整
堵
O
其

l
為
陽
馬
｡

一
馬
憶
儒
O(『九
章
算
術
』

巻
五

商
功
章

劉
微
注
)

(
58
)

諭
日
o
童
画
者
必
始
干
三
角
｡
量
膿
者
必
始
干
紫
除
｡
皆
有
法
之
形
也
｡
量
両

者
析
之
至
三
角
而
止
o
再
析
之
偽
三
角
耳
｡
量
隆
老
析
之
至
来
院
而
止
｡
再
柿

之
常
瞳
耳
Q
面
之
可
以
所
為
三
角
者
｡
郎
希
有
法
之
面
.
隆
之
可
以
析
馬
監
儒

者
｡
鮒
烏
有
法
之
鰹
｡
蓋
獲
捕
郎
立
三
角
之
異
名
也
.
量
鰹
老
必
以
立
三
角
o

梅
文
鼎

の
数

撃

研

究

非
是
則
不
可
得
而
量
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻
三
九

『堅
堵
測
量
』
一

立
三

角
法
摘
録
)

(
59
)

西
法
用
三
角
｡
猶
古
法
之
用
句
股
也
｡
但
三
角
有
鈍
角
｡
而
句
股
無
之
｡
論
者

達
謂
句
股
之
術
有
所
窮
｡
殊
不
知
鏡
角
形
｡
須
分
番
雨
旬
股
O
鈍
角
形
｡
須
捕

成
句
股
｡
遥
角
比
例
｡
莫
非
句
股
也
｡
至
干
弦
三
角
｡
以
直
線
測
揮
囲
｡
其
哩

最
奇
｡
又
於
無
句
股
中
｡
尋
出
句
股
也
｡
然
別
旬
股
｡
錐
不
備
三
角
之
形
｡
而

能
丞

二
角
之
理
｡
三
角
不
能
出
句
股
之
外
｡
而
能
義
句
股
之
用
｡

一
而
二
｡
二

而

一
者
也
｡
(『梅
氏
叢
書
輯
要
』
巻
十
九

『聖

二
角
撃
要
』

一

序
)

(60
)
梅
文
鼎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

吾
之
所
不
能
通
｡
両
人
則
通
之
｡
又
何
問
乎
古
今
｡
何
別
乎
中
西
｡
困
桑
集
其

書
｡
而
為
之
説
｡
諸
如
用
筆
用
筆
用
尺
｡
棺
稽
襲
我
法
｡
亦
以
見
西
人
之
撃
｡

初
不
達
人
意
｡
若
三
角
比
例
等
O
原
非
中
法
O
可
該
特
馬
表
出
｡
古
法
若
方
程
｡

亦
非
西
法
所
有
｡
則
専
為
著
論
｡
以
明
古
人
之
精
意
｡
不
可
垣
没
｡
文
具
烏
丸

教
存
古
o
以
著
其
概
｡
書
凡
九
種
｡
絶
日
中
西
算
畢
通
｡
(『績
草
堂
文
砂
』
奄

二

中
西
算
撃
通
自
序
)
こ
の
少
し
前
の
個
所
に

｢寓
歴
中
O
利
氏
入
中
国
O

始
侶
幾
何
之
撃
｡
以
鮎
線
面
膿
｡
為
測
量
之
貿
｣
と
あ
る
｡

(
61
)

方
中
通

『敷
皮
宿
』
首
巻

凡
例
｡

(
62
)

戴
霞
の
教
学
に
つ
い
て
は
'
薮
内
清

｢戴
震
の
歴
算
畢
｣

『
明
清
時
代
の
科
翠

技
術
史
』
京
都
大
畢
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告

一
九
七
〇
年
三
月
参
照
｡

(
63

)

翫
元

『時
人
博
』
巻
四
二

園
朝
九

戴
震
O

(
64

)

李
僚

『中
算
史
論
叢
』
二
集

一
九
五
四
年
十
二
月

二
〇
六
ペ
ー
ジ
｡

二
七
九




