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新
『
関
孝
和
全
集
』
の
刊
行 

  

新
聞
の
三
面
記
事
に
大
き
く
、
新
た
な
『
関
孝
和

全
集
』（
全
三
巻
）
が
十
月
に
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ

れ
た
こ
と
が
載
っ
て
い
ま
し
た
（
１
）
。 

こ
の
本
の
編
者
は
上
野
健
爾
、
小
川 

束
、
小
林

龍
彦
、
佐
藤
賢
一
の
各
氏
で
、
和
算
関
係
で
は
著
名

な
先
生
方
で
す
。
記
事
は
上
野
先
生
へ
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
し
た
内
容
が
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
関
孝
和
の

円
周
率
の
精
密
計
算
や
連
立
方
程
式
の
解
法
な
ど
を

考
案
し
た
多
彩
な
ア
イ
デ
ア
を
辿
る
と
し
て
、
上
野

先
生
は
、「
日
本
の
数
学
教
育
は
目
の
前
の
具
体
的
な

問
題
を
解
く
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
よ

り
高
く
か
ら
俯
瞰
す
る
孝
和
の
数
学
を
学
ぶ
意
義
は

今
こ
そ
大
き
い
」
と
話
し
、
ベ
ル
ヌ
ー
イ
数
の
級
数

で
自
然
数
を
ｋ
乗
し
て
加
え
た
場
合
の
こ
と
を
例
に

出
し
、「
孝
和
の
凄
さ
は
問
題
を
よ
り
一
般
的
・
抽
象

的
に
解
い
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

こ
の
本
の
特
徴
は
、
書
物
の
本
来
の
姿
を
確
定
さ

せ
る
「
校
合
（
き
ょ
う
ご
う
）
」（
二
種
以
上
の
写
本
・

刊
本
な
ど
を
比
べ
合
わ
せ
て
、
本
文
の
異
同
を
確
か

め
た
り
誤
り
を
正
し
た
り
す
る
こ
と
）
を
行
っ
た
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
孝
和
の
書
と
さ
れ
て
い
た
も
の
に

も
、
信
憑
性
が
怪
し
い
も
の
や
後
世
に
捏
造
さ
れ
た

疑
い
が
あ
る
も
の
、
書
写
の
際
の
間
違
い
や
意
図
的

な
改
変
も
見
つ
か
っ
た
と
い
い
、
そ
の
為
「
校
合
」

に
十
年
を
要
し
た
と
い
い
ま
す
。 

 

こ
の
記
事
か
ら
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
本
な
の
か

ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
た
ら
、「
刊
行
記
念
鼎
談
」
と
い

う
サ
イ
ト
を
見
つ
け
ま
し
た
。
編
者
の
上
野
・
佐
藤

両
先
生
と
橋
本
麻
里
氏
と
の
鼎
談
で
、
興
味
深
い
内

容
で
し
た
。 

『
関
孝
和
全
集
』
は
一
九
七
四
年
に
平
山
諦
等
に

よ
り
出
版
（
大
阪
教
育
図
書
刊
）
さ
れ
た
有
名
な
も

の
が
あ
り
、
私
も
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
旧
全

集
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
新
『
関
孝
和
全
集
』（
新
全

集
）
は
旧
全
集
へ
の
疑
問
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い

い
ま
す
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
「
本
文
の
校
合
が

き
ち
ん
と
で
き
て
い
な
い
」
こ
と
だ
と
い
い
、
新
全

集
で
は
本
文
を
確
定
す
る
作
業
が
大
変
だ
っ
た
と
い

い
ま
す
。 

鼎
談
の
一
例
を
示
す
と
、「
橋
本
：
情
報
を
集
め

る
と
は
？
。 

佐
藤
：
全
国
に
散
在
す
る
関
に
関
わ

る
写
本
の
情
報
で
す
。 

上
野
：
膨
大
な
数
な
ん
で

す
よ
。 

佐
藤
：
例
え
ば
、
新
全
集
で
は
関
の
著
作

で
は
な
い
と
判
断
し
て
外
し
た
も
の
で
す
が
、『
解
見

題
之
法
』
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
し
て
。
こ
れ
だ
け

で
も
写
本
が
約
八
十
本
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
全
部

見
直
し
て
校
合
し
て
、
こ
れ
が
本
文
だ
と
確
定
さ
せ

る
ま
で
に
十
年
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
し
た
」
と
あ
り
ま

す
。『
解
見
題
之
法
』
は
、『
解
伏
題
之
法
』『
解
隠
題

之
法
』
と
と
も
に
関
孝
和
三
部
抄
と
し
て
名
高
い
も

の
な
の
で
、
こ
の
話
に
驚
き
ま
す
。 

 

こ
の
新
全
集
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
読
み
下
し

と
現
代
語
訳
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
旧
全
集
は

私
も
経
験
し
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
原
文
の
ま
ま
で

し
た
の
で
助
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
翻
訳
作
業

も
大
変
な
こ
と
で
頭
が
下
が
る
思
い
で
す
。 

 

岩
波
図
書
の
本
を
紹
介
し
て
い
る
サ
イ
ト
に
は
三

巻
の
構
成
（
目
次
）
と
と
も
に
、
各
巻
四
十
頁
程
の

「
試
し
読
み
」
が
あ
り
ま
す
。
充
実
し
て
い
て
、
こ

れ
だ
け
で
も
読
み
が
い
が
あ
り
ま
す
。 

実
際
の
本
を
見
て
い
ま
せ
ん
が
、
以
上
の
よ
う
な

内
容
か
ら
、
関
孝
和
の
業
績
を
具
体
的
に
知
る
に
は

非
常
に
良
い
本
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
は2

7
5
,0

0
0

円
と
超
高
価
な
こ
と
で
す
。
調
べ
る
と
公
共
図
書
館

に
あ
る
の
は
国
会
図
書
館
と
都
立
図
書
館
、
そ
れ
に

新
宿
区
立
図
書
館
の
三
図
書
館
の
み
で
、
利
用
に
は

極
め
て
不
便
で
す
。
普
及
版
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を

望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

(1)
「
江
戸
の
数
学
者
現
代
語
で
再
読
」（
東
京
新
聞
、20

2
3

年1
2

月6

日
付
） 
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私
の
国
際
親
善 

  
 

私
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
を
見
ら
れ
た
国
内
の
あ
る
大

学
の
研
究
所
の
外
国
人
女
性
研
究
者
Ａ
さ
ん
か
ら
突

然
メ
ー
ル
が
届
き
ま
し
た
。９
月
末
の
こ
と
で
し
た
。

そ
こ
に
は
「
算
額
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

進
め
て
い
て
、
研
究
の
一
環
と
し
て
日
本
に
現
存
す

る
算
額
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
し
、
世

界
中
の
多
く
の
研
究
者
が
算
額
に
関
す
る
情
報
に
ア

ク
セ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

に
優
れ
た
資
料
と
写
真
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
つ
け

非
常
に
喜
ん
だ
。
幾
つ
か
の
画
像
を
提
供
し
て
い
た

だ
け
な
い
か
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
私
は
当
該
研

究
所
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
そ
の
研
究
者
が
紹
介
さ
れ

て
い
て
、J

a
p

a
n

e
se

 sa
n

g
a
k

u
 a

n
d

 E
u

clid
e
a
n

 

g
e
o
m

e
try

: A
 h

isto
ry

 o
f ta

n
g
e
n

ts o
r p

a
ra

llel 

lin
e
s?

（「
日
本
の
算
額
と
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
：

接
線
そ
れ
と
も
平
行
線
の
歴
史
？
」
と
で
も
訳
す
の

か
）
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
の
を
確
認
し
て
か

ら
、「
お
役
に
立
て
る
も
の
が
あ
る
の
な
ら
協
力
し
た

い
」
旨
の
返
信
を
し
ま
し
た
。
Ａ
さ
ん
は
喜
ん
で
い

る
よ
う
で
し
た
。 

 
 

そ
の
後
の
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
で
、
今
度
は
「
貴

殿
の
研
究
に
つ
い
て
詳
し
く
お
伺
い
し
た
い
」
と
な

っ
た
の
で
、
事
前
質
問
を
頂
い
て
か
ら
、
通
訳
同
伴

と
い
う
条
件
で
十
月
末
に
我
が
家
に
来
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
事
前
質
問
の
内
、
幾
つ
か
を

要
約
し
て
以
下
に
示
し
た
い
。
原
文
は
丁
寧
な
文
章

で
し
た
。 

①
（
私
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
）
尺
八
の
歴
史
と
理
論

の
研
究
か
ら
和
算
家
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
音
楽
は
長
ら
く

数
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
で
し
た
が
、
日
本
で

も
似
た
よ
う
な
重
な
り
が
あ
り
ま
し
た
か
？ 

音
楽

の
数
学
的
側
面
に
関
心
を
持
っ
た
和
算
家
は
い
ま
し

た
か
？ 

②
埼
玉
は
他
地
域
に
比
べ
二
十
世
紀
に
な
っ
て
も
算

額
が
多
く
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
後
、
直
ぐ

に
和
算
の
活
動
が
終
わ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
驚
き

ま
し
た
。
埼
玉
の
算
額
文
化
は
特
に
強
力
に
独
立
し

て
い
ま
し
た
か
？ 

③
岩
手
、
宮
城
、
福
島
で
「
千
葉
」
と
い
う
姓
を
持

つ
多
く
の
和
算
家
を
見
つ
け
ま
し
た
。
千
葉
歳
胤
氏

と
の
関
連
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
？
他
の
和

算
家
に
つ
い
て
の
研
究
で
、
こ
の
種
の
家
族
の
つ
な

が
り
を
見
つ
け
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

④
算
額
の
言
語
は
非
常
に
簡
潔
で
公
式
的
の
よ
う
だ
。

こ
の
言
語
ス
タ
イ
ル
は
書
物
か
ら
派
生
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
教
室
の
指
導
か
ら
起
源
し
て
い
る
の
で
す

か
？ 

⑤
非
専
門
家
が
和
算
を
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
に
最

も
難
し
い
障
壁
は
何
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？ 

⑥
千
葉
県
で
非
常
に
劣
化
し
た
算
額
を
見
つ
け
た
と

書
い
て
い
ま
す
。
私
も
岩
手
で
多
く
の
劣
化
し
た
算

額
を
見
ま
し
た
。
現
存
の
算
額
を
よ
り
良
く
保
護
す

る
に
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
必
要
で
す
か
？ 

 

 
 

Ａ
さ
ん
は
日
本
に
来
て
ま
だ
半
年
余
り
と
い
う
。

そ
の
語
学
力
も
さ
る
事
な
が
ら
、
算
額
の
知
識
を
急

速
に
身
に
付
け
て
い
て
、
論
理
的
に
結
構
鋭
い
質
問

を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
事
前
質
問
の
内
容
を
少

し
分
解
し
、
そ
の
回
答
を
ペ
ー
パ
ー
に
起
こ
し
て
準

備
し
て
い
た
の
で
大
体
は
答
え
ら
れ
た
と
思
い
ま
し

た
が
、
理
解
し
て
頂
け
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か

は
少
し
心
配
で
す
。
私
の
説
明
に
、
Ａ
さ
ん
は
用
紙

に
熱
心
に
メ
モ
を
書
き
な
が
ら
、
何
回
も
質
問
さ
れ

ま
し
た
。
関
連
個
所
の
資
料
や
私
の
著
書
を
幾
つ
か

差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
大
変
喜
ん
で
い
た
の
は
印
象

的
で
し
た
。 

 

私
か
ら
は
和
算
書
の
現
物
を
見
せ
て
の
紹
介
や
、

調
査
し
て
い
る
話
な
ど
を
し
ま
し
た
。 

 

Ａ
さ
ん
の
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
「
十
歳
若
け
れ

ば
色
々
と
お
手
伝
を
さ
せ
て
頂
き
た
か
っ
た
。
加
齢

と
腰
痛
を
抱
え
て
は
一
寸
無
理
か
な
」
と
申
し
上
げ

た
が
「
日
本
に
現
存
す
る
算
額
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ー

カ
イ
ブ
の
構
築
」
は
説
明
の
仕
方
な
ど
を
考
え
る
と

難
し
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
し
た
。で
も
、

そ
こ
は
若
い
優
秀
な
人
だ
か
ら
、
必
ず
や
う
ま
く
進

め
る
に
違
い
な
い
と
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。 

  
 

Ａ
さ
ん
は
当
該
研
究
所
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
よ
る

と
、英
米
の
大
学
や
大
学
院
で
学
び
、学
位
を
持
ち
、 

哲
学
と
科
学
の
関
わ
り
の
歴
史
を
専
門
と
し
て
い
て

幾
つ
か
の
研
究
論
文
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

そ
の
中
で
私
の
目
に
付
い
た
の
は
、
「J

e
su

it 

a
stro

n
o
m

y
 a

s a
 co

n
v
e
rsion

 to
o
l in

 J
a
p

a
n

」
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（
直
訳
す
れ
ば
、「
日
本
に
お
け
る
宣
教
ツ
ー
ル
と
し

て
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
天
文
学
」）
と
い
う
も
の
で
す
。 

 
 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
①
カ
ル
ノ
・
ス
ピ
ノ
ラ

※

（1
5
6
4

～1
6
2
2

）
の
来
日
、
京
都
天
主
堂
ア
カ
デ

ミ
ア
で
の
天
文
数
学
の
講
義
、16

2
2

年
の
元
和
の
大

殉
教
、②
フ
ェ
レ
イ
ラ（1

5
8
0

～1
6
5
0

、沢
野
忠
庵
）

の
棄
教
と
遠
藤
周
作
の
小
説
『
沈
黙
』
の
モ
デ
ル
、

な
ど
の
話
を
し
た
上
で
、
論
文
の
内
容
を
伺
お
う
と

し
ま
し
た
が
、
時
間
切
れ
と
な
っ
て
し
い
ま
し
た
。 

 

後
日
、
お
礼
の
メ
ー
ル
が
届
き
ま
し
た
が
、
そ
の

中
に
は
ス
ピ
ノ
ラ
に
つ
い
て
調
査
を
し
て
い
て
、
焦

点
を
当
て
て
い
る
史
料
（
日
本
の
イ
エ
ズ
ス
会
修
道

院
で
使
用
さ
れ
た
ま
と
め
）
の
紹
介
や
、
そ
の
史
料

の
日
本
語
版
（
著
者
は
ペ
ド
ロ
・
モ
レ
ホ
ン(1

5
6
2

～1
6
3
9
)

）
が
最
近
ド
イ
ツ
で
見
つ
か
っ
た
こ
と
な

ど
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
本
語
版
の
ア
ド

レ
ス
情
報
も
添
付
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
開
い
て
み

る
と
（
写
真
参
照
）
古
文
書
を
習
っ
た
身
な
が
ら
、

な
か
な
か
読
め
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
重
い
内
容
の

よ
う
な
の
で
、
今
か
ら
こ
の
分
野
に
取
り
組
む
の
は

残
念
な
が
ら
無
理
の
よ
う
で
す
。 

 

私
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
を
見
ら
れ
て
連
絡
を
い
た
だ

き
少
し
詳
細
な
話
し
合
い
が
で
き
た
の
は
三
人
目
で
、

貴
重
な
経
験
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
今
回

は
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
外
国
の
方
と
い
う
こ
と
で
嬉
し

い
限
り
で
し
た
。
Ａ
さ
ん
と
通
訳
し
て
頂
い
た
日
本

女
性
Ｓ
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

少
し
だ
け
国
際
親
善
が
で
き
た
気
分
に
な
れ
て
、

嬉
し
い
一
日
で
し
た
。 

※
ス
ピ
ノ
ラ
に
つ
い
て
は
、
本
誌
「
や
ま
ぶ
き
」
49

号
3/4
を
参
照
下
さ
い
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

 

千
葉
歳
胤
の
門
人
鈴
木
布
道
の
算
額 

  

千
葉
歳
胤
（
本
誌
23
・
24
号
参
照
）
の
門
人
は

史
料
か
ら
み
る
と
18
名
程
に
な
り
ま
す
（
筆
者
の
『
天

文
大
先
生 

千
葉
歳
胤
の
こ
と
』
よ
り
）。
そ
の
内
、『
蝕

算
活
法
率
』
の
序
文
に
は
次
の
名
が
あ
り
ま
す
。 

 

篠
山
光
官
、
石
河
貞
義
、
竹
田
近
江
清
一
、 

 

太
田
衣
佾
、吉
原
六
郎
義
胤
、佐
々
木
元
隆
秀
俊
、

佐
治
傳
兵
衛
庸
貞
、
鈴
木
與
兵
衛
布
道
、
小
坂
雄

税 こ
れ
ら
の
人
達
の
伝
記
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
す

が
、
そ
ん
な
中
で
鈴
木
與
兵
衛
布
道
は
宅
間
流
四
代

内
田
秀
富
の
門
人
で
も
あ
り
、
算
額
を
奉
納
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

内
田
秀
富
に
よ
る
『
増
補
算
用
手
引
草
』（
宝
暦

十
四
年(

一
七
六
四)

）
の
中
に
は
鈴
木
布
道
が
出
題

し
た
問
題
が
二
題
あ
り
ま
す
。 

一
つ
は
直
角
三
角
形
の
中
に
三
円
が
入
っ
て
い

る
問
題
で
最
初
に
「
此
一
問
鈴
木
布
道
奉
納
武
州
浅

草
観
音
宝
前
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
遺
題
継
承
本

ペドロ・モレホンの「スヘラの抜書」の一部（ネ

ットより）。スヘラは天球のことで天動説のこと

が日本語で書かれているが読むのは難しい。日本

語で書かれた最初の西洋科学書ではないかとい

われ、「二儀略説」の元になったかともいわれる。
（参考記事：読売新聞 2023.10.13） 
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の
『
開
承
算
法
』（『
竿
頭
算
法
答
術
』
と
も
。
神
谷

保
貞
著
、
延
享
二
年(

一
七
四
五)

）
の
附
（
遺
題
）

十
二
問
の
内
の
六
問
目
の
問
題
を
解
い
た
も
の
で
す
。 

 

も
う
一
つ
は
大
円
の
中
に
一
定
比
率
で
小
さ
く
な

る
百
個
の
円
が
内
接
し
て
い
く
問
題
で
、『
増
補
算
用

手
引
草
』
で
は
「
鈴
木
布
道
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
二
つ
の
問
題
は
出
版
の
宝
暦
十
四
年
前
後
に

浅
草
観
音
堂
に
奉
額
さ
れ
た
よ
う
で
す
。 

そ
し
て
、
会
田
安
明
の
『
他
流
諸
国
之
標
題
集
』

（『
最
上
流
算
法
他
流
諸
国
之
標
題
集
』と
も
）に
は
、

こ
の
二
題
に
つ
い
て
反
論
し
た
算
額
の
写
し
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
前
文
と
最
後
の
文
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
す
。 

「
奉
納
東
都
浅
草
観
世
音
堂
額
之
写 
摂
州
大

坂
住
内
田
秀
冨
門
人
鈴
木
与
兵
衛
布
道
奉
納
富
山
算

好
布
道
」。
最
後
の
文
は
「
磯
村
流
山
本
庄
ニ
近
宣
門

人 

二
本
松
家
中 

上
野
彌
兵
太
張
著 

明
和
四
（
一

七
六
七
）
年
丁
亥
」。
二
本
松
の
磯
村
流
と
は
、『
算

法
闕
疑
抄
』の
著
者
磯
村
吉
徳
の
こ
と
で
す
。「
上
野
」

に
つ
い
て
は
群
馬
県
富
岡
市
の
貫
前
神
社
の
算
額
に

「
明
和
五
年
二
本
松
上
野
以
一
先
生
」
と
あ
り
、
上

野
彌
兵
太
と
何
か
関
連
が
あ
る
と
思
え
ま
す
。 

 

参
考
文
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(1)
下
浦
康
邦
「
宅
間
流
の
算
額
と
算
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ち
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畿
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学
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会
、
平
成
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年
） 

(2)
筆
者
『
北
武
蔵
の
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算
家
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沢
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周
の
項 

(3)
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安
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『
他
流
諸
国
之
標
題
集
』（
山
形
大
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佐
久
間
文
庫
） 

編
集
後
記 

 

今
、
日
本
の
政
治
は
自
民
党
の
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
裏
金
問
題
で
大
揺
れ
。
特
に
安
倍
派
は
酷
い
。
あ

ろ
う
こ
と
か
官
房
長
官
と
三
大
臣
が
更
迭
さ
れ
た
。

安
倍
派
は
崩
壊
だ
ろ
う
。驕
る
平
家
は
久
し
か
ら
ず
。 

イ
ス
ラ
エ
ル
の
ハ
マ
ス
へ
の
報
復
は
度
を
超
し

て
い
る
。
ガ
ザ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
一
般
人
の
犠
牲
を
前

提
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
の
報
道
は
減
少
気
味
だ
が
悲
惨
な
戦
い
は

続
い
て
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
も
内
戦
状
態
が
長
い
。 

文
化
は
進
ん
で
い
る
よ
う
で
も
人
の
爲
す
精
神

は
後
退
か
。
欲
望
と
怨
念
に
支
配
さ
れ
る
の
か
。 

 

一
方
で
屋
久
島
沖
に
墜
落
し
た
オ
ス
プ
レ
イ
は
我

が
家
の
上
空
を
飛
行
し
て
い
た
も
の
。
怖
い
。 

  

『
や
ま
ぶ
き
』
創
刊
号
か
ら
九
年
。
前
半
の
発
行

ペ
ー
ス
に
比
べ
後
半
は
大
分
落
ち
ま
し
た
。
特
に
今

号
は
昨
年
七
月
以
来
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

こ
の
間
、
円
理
関
係
の
書
物
の
解
読
を
続
け
て
い

ま
し
た
が
、
割
い
た
時
間
は
腰
痛
や
パ
ソ
コ
ン
操
作

に
伴
う
肩
痛
な
ど
で
少
な
く
な
り
ま
し
た
。 

78
歳
と
な
り
残
さ
れ
た
時
間
と
、
ど
う
し
て
も
調

べ
た
い
「
あ
る
歴
史
」
と
の
関
係
が
気
に
な
り
、
本

誌
は
今
号
で
ひ
と
ま
ず
区
切
り
を
つ
け
よ
う
と
思
い

ま
す
。
千
葉
歳
胤
の
門
人
の
算
額
の
こ
と
を
最
後
に

記
せ
た
の
は
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
を
感
じ
ま
す
。 

拙
文
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
方
々
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。 
『他流諸国之標題集』の二題の算額内容で浅草観音堂の算額を写したもの。一問目の終りは反論の

文章のようです（未解読）。二問目には『増補算用手引草』にある『開承算法』のことは書いてない。 


