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（
前
号
の
続
き
） 

私
の
和
算
家
調
査
（
二
） 

 

五
、
北
武
蔵
の
和
算
家
の
調
査 

 

飯
能
の
二
人
の
人
物
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
の
で
、

次
は
少
し
範
囲
を
広
げ
て
、「
埼
玉
北
西
部
の
和
算
家
」

に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
埼
玉
北

西
部
と
は
、
上
里
・
深
谷
・
熊
谷
・
行
田
・
嵐
山
・

東
松
山
・
小
川
・
秩
父
・
飯
能
辺
り
を
指
し
、
地
図

的
に
は
「
埼
玉
の
左
半
分
」
で
、
こ
れ
を
三
上
義
夫

の
「
北
武
蔵
の
数
学
」
に
な
ら
っ
て
「
北
武
蔵
の
和

算
家
」
の
調
査
と
し
ま
し
た
。
六
十
七
歳
に
な
る
頃

で
、
七
十
歳
に
な
る
ま
で
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
幸

い
な
こ
と
に
調
査
の
途
中
か
ら
は
野
口
泰
助
先
生
や

松
本
登
志
雄
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
大
変
な
励
み

と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
途
中
か
ら
で
す
が
、
調
査
は

「
や
ま
ぶ
き
」
と
い
う
名
の
個
人
通
信
誌
を
発
行
し

な
が
ら
進
め
、ご
批
判
を
頂
き
な
が
ら
進
め
ま
し
た
。

以
下
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
調
査
に
関
連
し
て
簡
単
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
記
し
ま
す
。 

 

【
和
算
家
の
実
家
を
訪
ね
て
】 

 

最
初
に
和
算
家
の
実
家
を
訪
ね
た
の
は
平
成
二
十

四
年
十
月
で
熊
谷
の
代
島
久
兵
衛
の
実
家
で
し
た
。

実
家
近
く
に
あ
る
墓
碑
を
見
学
し
て
か
ら
事
前
連
絡

も
せ
ず
い
き
な
り
訪
ね
ま
し
た
が
、
非
常
に
親
切
に

対
応
し
て
頂
き
ま
し
た
。
和
算
資
料
の
他
に
、
居
間

に
通
さ
れ
大
き
な
絵
図
を
広
げ
て
見
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
天
保
年
間
の
も
の
で
、
表
装
し
直
し
て
間
も
な

い
も
の
で
し
た
。「
絵
図
師 

組
頭 

久
兵
衛
亮
長
」

と
あ
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
三
年
後
に
「
絵
図
に

見
る
く
ま
が
や
展
」（
熊
谷
市
立
図
書
館
）
が
開
催
さ

れ
、
こ
の
絵
図
に
再
会
し
ま
し
た
が
、
そ
の
展
示
会

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
寸
法
が
「2

2
4
×

1
7
8

㎝
」
と

あ
り
ま
し
た
。 

 
 

と
き
が
わ
町
の
宮
崎
萬
治
郎
の
実
家
で
は
、
入
門

時
に
血
判
し
た
巻
物
風
の
誓
約
書
「
神
誓
文
之
事
」

（
天
保
年
間
）
を
、
小
川
町
の
高
橋
和
重
郎
の
実
家

で
は
「
改
正
台
帳
」（
明
治
九
年
）
や
「
算
法
遺
術
五

百
題
」（
明
治 

三
十
年
）
を
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

と
も
に
非
常
に
大
事
に
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
伝
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
吉
見
町
の
田
辺
倉
五
郎
の
お
墓
探

し
は
や
っ
と
二
回
目
に
探
せ
ま
し
た
が
、
お
墓
を
見

て
い
る
と
実
家
の
奥
様
が
来
ら
れ
、
趣
旨
を
話
す
と

家
に
案
内
さ
れ
、
倉
五
郎
の
書
か
れ
た
資
料
を
拝
見

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

倉
五
郎
が
さ
い
た
ま
市

西
区
中
釘
の
秋
葉
神
社

に
奉
額
し
た
算
額
の
問

題
（
二
問
目
）
の
解
は

少
し
間
違
っ
て
い
ま
す

が
、
後
に
な
っ
て
、
撮

ら
せ
て
頂
い
た
史
料
を

見
る
と
正
し
く
求
め
て

い
る
数
字
が
あ
り
ま
し

た
。
恐
ら
く
算
額
に
す

る
時
に
転
記
ミ
ス
を
し
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た
の
だ
ろ

う
と
思
い

ま
し
た
。 

 

【
お
墓
探

し
】 

 

美
里
町

小
茂
田
の

桜
沢
英
季

は
吉
沢
恭

周
の
門
人

で
す
が
、

あ
ま
り
知

ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。

色
々
調
べ

て
も
英
季

の
墓
の
事

前
情
報
は

皆
無
で
し

た
の
で
、

地
図
で
小

茂
田
の
唯

一
の
寺
院

で
あ
る
勝

輪
寺
に
行

っ
て
み
ま

し
た
。
墓

地
で
は
片
っ
端
か
ら
「
桜
沢
家
」
の
墓
地
を
探
し
ま

し
た
。
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
の
で
諦
め
か
け
た

時
、
目
の
前
に
あ
っ
た
墓
石
を
何
気
な
し
に
見
た
ら

「
行
年
八
十
才
」の
文
字
が
目
に
入
っ
て
来
ま
し
た
。

閃
き
ま
し
た
。
そ
の
墓
に
は
正
面
に
「
天
壽
算
翁
居

士
」、左
に「
俗
名
櫻
澤
長
右
衛
門
英
季
行
年
八
十
才
」

と
あ
り
、
辞
世
ら
し
き
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
簡
単

に
拓
本
を
採
り
古
文
書
の
先
生
に
も
み
て
頂
き
、「
そ

ろ
ば
ん
も 

あ
だ
し
の
に
行 

道
の
つ
れ
」
と
読
み

ま
し
た
。
戒
名
と
い
い
、
辞
世
と
い
い
、
算
者
と
し

て
の
拘
り
が
感
じ
ら
れ
、
幸
せ
な
人
生
だ
っ
た
に
違

い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

永
山
義
長
は
上
州
と
埼
玉
を
結
び
つ
け
る
人
で
す
。

こ
の
人
の
墓
は
『
群
馬
県
史
』
に
高
崎
市
下
室
田
の

長
年
寺
と
準
墓
が
安
中
市
の
大
泉
寺
に
あ
る
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
探
す
と
な
る
と
共
に

広
い
墓
域
で
結
構
大
変
で
し
た
。
大
泉
寺
に
は
初
代

彦
根
藩
主
井
伊
直
政
の
正
室
で
安
中
藩
初
代
井
伊
直

勝
の
母
親
の
墓
碑
の
あ
る
か
な
り
広
い
墓
域
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の

墓
域
境
に
小
さ

な
永
山
義
長
の

墓
が
あ
り
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
。

碑
文
は
明
確
に

読
め
ま
し
た
。 

 

お
墓
探
し
は

か
な
り
の
数
に

な
り
、
墓
地
に
行
っ
て
も
何
と
な
く
ど
の
辺
を
探
せ

ば
よ
い
か
勘
が
少
し
働
く
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

墓
の
文
字
は
風
化
し
て
写
真
に
撮
っ
て
も
読
め
な
い

こ
と
も
あ
り
、
実
家
に
断
っ
て
拓
本
を
採
ら
せ
て
も

ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
吉
見
町
の
矢
嶋
久
五
郎

の
墓
は
そ
う
で
し
た
。
横
瀬
町
の
大
越
数
道
軒
の
墓

の
拓
本
を
採
っ
て
辞
世
を
解
読
し
た
も
の
を
送
り
ま

し
た
ら
大
変
喜
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

【
算
額
の
見
学
】 

 

は
じ
め
て
算
額
を
見
学
し
た
の
は
七
年
程
前
の
鳩

山
町
円
正
寺
の
算
額
（
文
政
十
一
年
）
で
し
た
。
新

装
の
建
物
の
不
動
閣
の
展
示
室
に
は
多
く
の
絵
馬
が

あ
り
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
算
額
も
そ
の

一
つ
で
し
た
。
少
し
高
い
所
に
飾
っ
て
あ
っ
た
の
で

写
真
を
撮
ら
せ
て
頂
い
て
か
ら
文
章
を
読
も
う
と
し

ま
し
た
が
、
劣
化
し
て
読
め
な
い
個
所
が
結
構
あ
り

ま
し
た
。
赤
外
線
写
真
に
撮
れ
ば
読
め
る
か
も
知
れ

な
い
と
思
い
つ
つ
も
月
日
ば
か
り
過
ぎ
ま
し
た
。
と

大越数道軒の辞世の拓

本（「楽しさは老木に花の
ここちせり数の梢に実を

や結ひて」とあります） 

宮崎萬治郎の「神誓文之事」（天保年間） 
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こ
ろ
が
、
五
年
後
に
こ
の
算
額
の
こ
と
を
筆
者
の
個

人
通
信
誌
「
や
ま
ぶ
き
」
に
書
い
た
と
こ
ろ
、
野
口

泰
助
先
生
か
ら
昭
和
五
十
二
年
に
全
文
を
書
き
写
し

て
い
た
資
料
を
頂
き
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

こ
の
問
題
を
解
い
て
み
る
と
答
も
術
文
に
も
不
備
の

あ
る
こ
と
わ
か
り
、
こ
れ
ま
た
驚
き
ま
し
た
。
こ
の

算
額
に
は
菅
原
道
真
の
天
神
像
も
描
か
れ
て
い
る
珍

し
い
も
の
で
、飛
び
梅
伝
説
に
因
ん
だ
も
の
で
し
た
。

掲
額
者
は
こ
の
寺
院
の
何
代
か
前
の
住
職
で
し
た
。 

 

吉
見
町
の
吉
見
観
音
（
安
楽
寺
）
の
算
額
（
文
政

五
年
）
も
同
じ
時
期
に
見
学
し
ま
し
た
。
寺
の
人
に

来
意
を
告
げ
る
と
快
く
案
内
し
て
頂
き
ま
し
た
。
観

音
堂
の

中
の
高

い
所
に

掲
げ
て

あ
る
算

額
を
見

て
び
っ

く
り
し

ま
し
た
。

文
字
も

図
形
の

絵
付
け

も
劣
化

は
少
な

く
実
に

美
し
い

も
の
で
し
た
。
自
慢
で
き
る
ほ
ど
算
額
を
見
て
い
ま

せ
ん
が
、
私
が
見
た
中
で
は
一
番
美
し
い
も
の
で
、

今
で
も
机
の
前
に
写
真
を
飾
り
毎
日
見
て
い
ま
す
。

前
述
の
矢
嶋
久
五
郎
が
掲
額
し
た
も
の
で
、
墓
に
は

数
回
通
い
碑
文
を
解
読
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
完

全
に
は
読
め
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

熊
谷
の
玉
井
神
社
の
鈴
木
仙
蔵
の
算
額
（
嘉
永
元

年
）
を
見
学
し
た
際
は
、
神
社
総
代
の
方
に
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
本
殿
の
錠
前
を
開
け
て
頂
い
て
見

学
し
ま
し
た
が
、
時
代
物
の
絵
馬
も
沢
山
掲
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
算
額
は
高
い
所

に
あ
り
風
化
も
進
ん
で
い
る
の
か
肉
眼
で
は
良
く
見

え
ま
せ
ん
で
し
た
。
写
真
を
沢
山
撮
り
パ
ソ
コ
ン
上

で
多
く
の
門
人
名
な
ど
を
確
認
し
ま
し
た
。
こ
の
算

額
は
正
五
角
形
の
面
積
を
三
等
分
す
る
問
題
で
す
が
、

図
形
と
問
文
・
答
・
術
文
は
中
央
上
段
に
小
さ
く
あ

る
だ
け
で
、
門
人
等
の
百
五
十
名
近
い
氏
名
が
多
く

の
場
所
を
占
め
て
い
ま
し
た
。 

 

嵐
山
町
の
宝
薬
寺
の
算
額
（
文
化
九
年
）
は
平
成

二
十
五
年
七
月
発
行
の
『
埼
玉
史
談
』
で
初
め
て
紹

介
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
こ
の
記
事
を
見
て
見
学
し
ま
し
た
。
宝

薬
寺
は
無
住
で
近
く
の
別
の
寺
が
管
理
し
て
い
る
の

で
、事
前
に
算
額
の
見
学
を
電
話
で
お
願
い
し
た
ら
、

「
算
額
は
薬
師
堂
に
入
っ
て
左
上
に
あ
り
ま
す
、
鍵

は
掛
か
っ
て
い
な
い
の
で
い
つ
で
も
自
由
に
見
学
し

て
下
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。
行
っ
て
み
る
と
そ
の
通
り
で
し
た
。
自

由
に
見
学

で
き
る
の

は
嬉
し
い

で
す
が
、

今
の
世
の

中
で
は
少

し
不
用
心

で
は
な
い

か
と
心
配

に
な
り
ま

し
た
。
こ

の
算
額
は

現
存
す
る

埼
玉
の
算

額
で
は
七

番
目
に
古

い
と
さ
れ

ま
す
。
図

や
文
字
は

明
瞭
で
、
術
は
天
元
術
で
解
い
て
あ
り
ま
す
。
算
木

は
正
数
は
赤
色
、
負
数
は
黒
色
で
表
わ
し
て
い
ま
す

が
、
検
討
し
て
み
る
と
一
ヶ
所
そ
の
色
使
い
が
間
違

っ
て
い
ま
し
た
。 

 

【
野
口
泰
助
先
生
の
史
料
（
資
料
）】 

 

調
査
で
は
野
口
先
生
に
史
料
（
資
料
）
の
拝
見
な

ど
で
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
和
算
史
を
彩
る

貴
重
な
資
料
の
他
に
、
地
元
に
密
着
し
た
資
料
も
沢

吉見観音（安楽寺）の算額（矢嶋久五郎、
文政5年） 

宝薬寺の算額（船戸庵栄珍、文化9年） 
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山
見
せ
て
頂
き
、
利
用
も
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
前

者
で
は
特
に
『
算
法
求
積
通
考
草
稿
』
の
精
細
さ
に

驚
き
ま
し
た
。『
算
法
求
積
通
考
』
を
見
た
と
き
の
印

刷
の
凄
さ
に
も
驚
き
ま
し
た
が
、『
算
法
求
積
通
考
草

稿
』
は
当
然
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
細
か
い
筈
で
す
。
世

の
中
に
こ
の
『
草
稿
』
と
同
じ
も
の
が
さ
ら
に
存
在

す
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
草
稿
』
は
少
な
く
と

も
二
セ
ッ
ト
は
作
成
さ
れ
、
一
つ
は
彫
工
に
使
わ
れ

て
こ
の
世
か
ら
消
滅
し
、
も
う
一
つ
が
こ
の
書
物
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
和
算
の
数
学
的
内
容
ば

か
り
で
な
く
、
江
戸
後
期
の
印
刷
技
術
の
高
さ
と
い

う
意
味
で
も
極
め
て
貴
重
な
史
料
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
し
た
。 

 

後
者
で
は
特
に
熊
谷
・
行
田
近
辺
で
、
戸
根
木
格

斎
の
門
人
帳
、文
殊
寺
の
茂
木
惣
平
の
算
額（
模
写
）、

田
中
算
翁
の『
掌
中
圓
理
表
』、吉
田
庸
徳
の
著
書
類
、

伊
藤
慎
平
編
輯
の
膨
大
な
『
算
籍
便
覧
』、
平
井
尚
休

の
『
算
法
雑
問
集
』
な
ど
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
地
域

の
和
算
を
語
る
上
で
は
必
須
の
史
料
だ
と
思
い
ま
し

た
。 

 

六
、
最
後
に 

 

調
べ
た
算
者
は
七
十
名
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
少
し

深
く
調
べ
た
人
か
ら
、
通
り
一
遍
の
調
査
し
か
出
来

な
か
っ
た
人
ま
で
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
一
般
の
方
か

ら
み
れ
ば
ほ
と
ん
ど
無
名
の
人
達
で
す
。
そ
の
無
名

の
人
達
が
取
り
組
ん
だ
和
算
を
述
べ
る
こ
と
こ
そ
が
、

価
値
の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

も
っ
と
も
、
江
戸
と
い
う
中
央
で
活
躍
し
た
例
外

の
人
も
い
ま
し
た
。
既
述
の
千
葉
歳
胤
（
飯
能
）
や

今
井
兼
庭
（
上
里
）、
そ
れ
に
和
算
史
上
最
も
著
名
な

一
人
で
あ
る
藤
田
貞
資
（
深
谷
）
で
す
。
し
か
も
こ

の
三
名
に
は
互
い
に
接
点
が
あ
る
と
い
う
の
も
面
白

い
こ
と
と
思
い
ま
し
た
。 

 

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
『
北

武
蔵
の
和
算
家
』
と
し
て
ま
と
め
、
発
刊
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
思
い
立
っ
て
か
ら
五
年
、
定
年
後
の

和
算
の
調
査
か
ら
は
十
一
年
経
ち
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
終
わ
り
） 

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

編
集
後
記 

今
年
の
暑
さ
は
異
常
だ
、
暑
す
ぎ
る
。
毎
年
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
、

今
年
こ
そ
本
当
に
暑
い
。
危
険
だ
。 

七
月
二
十
三
日
に
は
高
気
圧
に
覆
わ
れ
、
青
梅
市

で
４
０
・
８
℃
を
記
録
し
た
。
東
京
で
初
め
て
の
４

０
℃
越
え
と
い
う
こ
と
で
話
題
な
っ
た
。
青
梅
の
測

候
所
は
青
梅
市
新
町
に
あ
り
、
我
が
家
か
ら
そ
う
遠

く
な
い
。
我
が
家
近
辺
は
全
国
レ
ベ
ル
で
気
温
が
高

い
場
所
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

こ
の
暑
さ
の
最
中
、
「
命
に
か
か
わ
る
こ
と
も
あ

る
危
険
な
暑
さ 

熱
中
症
に
厳
重
警
戒
を
」
と
い
う

の
が
度
々
ニ
ュ
ー
ス
で
流
さ
れ
る
。
こ
の
言
葉
の
解

説
は
気
象
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）
を
見
て
も

見
つ
か
ら
な
い
。
遺
憾
だ
。「
暑
さ
対
策
を
し
な
い
と

命
を
落
と
し
ま
す
。
必
ず
十
分
な
暑
さ
対
策
を
し
て

下
さ
い
」
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
が
、
こ
の
警
戒
が
発

せ
ら
れ
る
条
件
な
ど
が
不
明
で
遺
憾
な
の
だ
。 

 

大
体
、
暑
さ
に
つ
い
て
は
、
最
高
気
温
が
３
５
℃

以
上
の
日
を
猛
暑
日
、３
０
℃
以
上
の
日
を
真
夏
日
、

２
５
℃
以
上
の
日
を
夏
日
、
０
℃
未
満
の
日
を
真
冬

日
、
最
低
気
温
が
０
℃
未
満
の
日
を
冬
日
と
い
う
、

と
件
の
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
。
ま
た
熱
帯
夜
と
は
夕
方
か
ら

翌
日
の
朝
ま
で
の
最
低
気
温
が
２
５
℃
以
上
に
な
る

夜
の
こ
と
を
い
う
、
と
も
あ
る
。 

異
常
気
象
は
暑
さ
だ
け
で
な
い
。
信
じ
ら
れ
な
い

集
中
豪
雨
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。「
記
録

的
短
時
間
大
雨
情
報
」
と
い
う
の
が
関
係
す
る
。 

台
風
も
昔
と
違
う
。
先
日
の
台
風
は
予
想
だ
に
し

な
い
経
路
を
辿
り
人
々
を
驚
か
せ
た
。
二
つ
の
高
気

圧
の
位
置
関
係
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の

だ
。
地
球
が
狂
い
出
し
て
い
る
の
か
。 

気
象
庁
は
、
六
種
類
の
「
特
別
警
報
」、
七
種
類

の
「
警
報
」、
十
六
種
類
の
「
注
意
報
」
を
発
表
し
て

い
る
。
特
別
警
報
は
警
報
の
発
表
基
準
を
は
る
か
に

超
え
る
大
雨
等
が
予
想
さ
れ
、
重
大
な
災
害
が
発
生

す
る
お
そ
れ
が
著
し
く
高
ま
っ
て
い
る
場
合
で
、
最

大
級
の
警
戒
の
呼
び
か
け
と
い
う
。 

一
方
「
高
温
注
意
情
報
」
は
概
ね
３
５
℃
以
上
に

な
る
場
合
に
発
せ
ら
れ
る
が
、
十
六
種
類
の
注
意
報

と
は
別
で
あ
く
ま
で
も
気
象
の
「
注
意
情
報
」
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
。
気
象
情
報
の
理
解
も
大
変
だ
。
生

き
て
行
く
の
が
辛
く
な
る
！ 


