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伝
統
文
化
と
し
て
の
数
学

　
江
戸
時
代
の
日
本
文
化
の
特
徴
は
何
で
し
ょ
う
か
。
歌
舞
伎
、

浮
世
絵
、
俳
句
な
ど
な
ど
、
江
戸
時
代
に
は
日
本
が
世
界
に
誇
り

得
る
文
化
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
日
本
文
化
の
中

で
世
界
に
類
例
の
な
い
際
立
っ
た
特
徴
を
あ
げ
る
な
ら
、
読
者
の

皆
さ
ん
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
数
学
を
多
く

の
人
々
が
趣
味
と
し
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
な
の
で
す
。
日
本
が

鎖
国
し
て
い
た
あ
の
江
戸
時
代
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
別
に
日

本
独
自
の
数
学
が
発
展
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
和
算
」
と
よ

び
ま
す
。

　
和
算
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
の
最
も
偉
大
な
数
学
者
で
あ
る
関

孝
和
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
九
九
二
年
に
は
関
孝

和
生
誕
三
百
五
十
年
記
念
切
手
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
切

手
は
関
の
肖
像
画
の
背
景
に
四
次
の
行
列
式
の
展
開
法
の
一
部
が

永
　
　
　
島

孝

描
い
て
あ
り
ま
す
。
代
数
記
法
の
考
案
や
行
列
式
の
発
見
な
ど
関

の
す
ぐ
れ
た
独
創
性
は
大
い
に
た
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
す
が
、
関

一
人
だ
け
を
見
て
い
て
は
和
算
の
ほ
ん
と
う
の
姿
は
わ
か
ら
な
い

の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
和
算
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
今
日
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
ど
う
関
わ

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
和
算
に
つ
い
て
は
歴
史
家
や
数
学
者
よ
り
も
、
水
の
専
門
家
で

あ
る
富
山
和
子
（
と
み
や
ま
・
か
ず
こ
）
さ
ん
の
意
見
に
注
目
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
著
書
「
日
本
の
米
」
（
中
公
新
書
、
一
九
九
三

年
）
の
第
五
章
で
富
山
さ
ん
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
例
え
ば
芭
蕉
が
放
浪
寄
寓
の
生
活
を
つ
づ
け
、
旅
の

　
　
先
々
で
句
会
に
招
か
れ
て
は
、
門
弟
た
ち
に
影
響
を
与

　
　
え
て
き
た
よ
う
に
、
数
学
者
も
、
旅
に
出
れ
ば
旅
先
で
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大
切
に
も
て
な
さ
れ
、
各
地
の
数
学
マ
ニ
ア
た
ち
に
新

　
　
風
を
与
え
る
と
い
う
ふ
う
で
あ
っ
た
。
数
学
は
書
画
、

　
　
俳
諸
と
同
じ
よ
う
に
、
広
く
庶
民
の
教
養
で
あ
り
、
レ

　
　
ジ
ャ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
《
中
略
》
微
分
、
積
分
、

　
　
天
文
学
な
ど
の
問
題
は
、
日
常
の
話
題
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
富
山
さ
ん
は
関
孝
和
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
と
お
り
述
べ
て
い

ま
す
。

　
和
算
と
い
え
ぱ
私
た
ち
は
、
関
孝
和
（
？
－
一
七
〇

八
）
に
つ
い
て
だ
け
は
、
少
し
ぱ
か
り
教
え
ら
れ
て
い

る
。
鎖
国
下
の
日
本
が
生
ん
だ
こ
の
世
界
的
数
学
者
は
、

『
発
微
算
法
』
を
著
し
独
自
の
代
数
を
編
み
出
し
、
例

え
ぱ
西
洋
の
行
列
式
に
相
当
す
る
も
の
を
、
西
洋
よ
り

も
早
く
、
よ
り
高
度
に
樹
立
さ
せ
た
こ
と
。
そ
し
て
ま

た
彼
の
弟
子
た
ち
は
、
絵
馬
に
難
解
な
問
題
を
描
い
て

は
神
社
に
奉
納
し
、
あ
る
い
は
そ
の
解
答
を
描
い
て
は

ま
た
奉
納
し
た
こ
と
等
々
。

　
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
、
関
以
前
に
つ
い
て
も
以

後
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も
関

の
出
現
が
突
然
変
異
の
如
く
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
は

明
治
以
来
の
、
西
欧
文
化
の
輸
入
と
引
き
か
え
に
自
己

の
伝
統
を
切
り
捨
て
、
研
究
す
る
こ
と
さ
え
禁
じ
て
し

ま
う
と
い
う
、
あ
の
不
幸
な
歴
史
の
結
果
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
自
己
の
文
化
に
つ
い
て
、
こ

の
分
野
で
も
、
無
知
に
な
っ
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
関
孝
和
が
出
現
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の

社
会
的
背
景
も
、
歴
史
の
土
壌
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
っ
た
。

続
い
て
富
山
さ
ん
は
江
戸
時
代
の
超
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
数

学
の
教
科
書
、
吉
田
光
由
著
「
塵
劫
記
（
じ
ん
ご
う
き
）
」
に
つ

い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
塵
劫
記
は
寛
永
四
年
（
ニ
ハ
ニ
七
年
）
に

出
版
さ
れ
て
以
来
何
度
も
版
を
重
ね
、
類
書
や
海
賊
版
も
現
れ
た

り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
に
数
学
書
が
こ
れ
だ
け
多
く
の
庶
民

に
読
ま
れ
た
国
は
世
界
に
ま
れ
で
し
ょ
う
。
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
は
塵
劫
記
と
い
え
ば
数
学
の
異
名
で
も
あ
っ
た
の
は
、
江
戸
文

学
か
ら
読
み
と
れ
る
こ
と
で
す
。

　
も
う
一
つ
、
和
算
に
つ
い
て
専
門
書
で
な
い
も
の
を
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
珍
し
く
和
算
を
題
材
に
し
た
小
説
、
金
重
明
著
「
算
学

武
芸
帳
」
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）
が
出
ま
し
た
。
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
た
と
き
の
原
題
は
「
鳳
積
術
」
ど
い
い
ま
す
。
江
戸

時
代
の
人
々
に
と
っ
て
数
学
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
づ
た
の
か
、
あ
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る
架
空
の
数
学
者
の
劇
的
な
生
涯
を
描
い
た
こ
の
小
説
で
楽
し
み

な
が
ら
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
時
の
数
学
が
中
学
や
高
校

な
ど
で
教
わ
る
数
学
と
あ
ま
り
に
も
ち
が
う
ま
こ
と
に
生
き
生
き

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

小
説
で
す
か
ら
、
数
式
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
数
学
に
つ
い
て
の
専

門
的
な
知
識
が
な
く
て
も
お
も
し
ろ
く
読
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で

す
。
し
・
か
し
、
行
列
式
、
終
結
式
、
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
展
開
、
重
積

分
、
楕
円
積
分
な
ど
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
な
お
い
っ
そ
う
楽
し
め

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
作
品
に
そ
れ
ら
の
術
語

が
出
て
く
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
三
百
年
の
江
戸
時
代
が
終
わ
っ
て
明
治
時
代
に
な
る
と
、

欧
米
諸
国
に
追
い
つ
こ
う
と
あ
せ
っ
た
日
本
は
富
国
強
兵
を
め
ざ

し
て
、
民
族
の
貴
重
な
伝
統
文
化
を
惜
し
げ
も
な
く
す
て
て
西
洋

式
の
も
の
を
採
り
い
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
学
校
教
育
の
数

学
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
制
度
が
始
ま
り
、
日
本

の
数
学
教
育
は
和
算
か
ら
欧
米
伝
来
の
「
洋
算
」
へ
全
面
的
に
切

り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
一
度
は
廃
さ
れ
た
珠
算
が
幸

い
な
こ
と
に
学
校
教
育
の
数
学
の
中
に
復
活
し
ま
し
た
。
洋
算
へ

の
切
替
は
あ
る
意
味
で
「
国
際
化
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

い
ま
私
た
ち
の
学
ん
で
い
る
の
は
世
界
共
通
の
数
学
で
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
ま
す
。
と
か
く
和
算
な
ど
は
骨
董
的
な
も
の
と
思
い
が

ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
意
識
さ
れ
な
く
て
も
、
和
算
の
伝
統
は
い

ま
も
生
き
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
い
ま
も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
和

算
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
せ
ま
い
国
土
で
一
億
の

人
々
が
食
べ
る
に
足
り
る
だ
け
の
米
が
収
穫
で
き
る
の
も
和
算
の

お
か
げ
な
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
富
山
さ
ん
の
著
作
を
見

て
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
い
ま
の
数
学
と
の
か
か
わ
り
な

ど
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
日
本
人
は
計
算
が
得
意
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
に
い

て
、
海
外
に
旅
行
し
て
は
じ
め
て
そ
れ
に
気
づ
く
人
が
い
ま
す
。

中
国
伝
来
の
九
々
を
唱
え
る
こ
と
に
は
る
か
万
葉
の
時
代
か
ら
親

し
み
、
江
戸
時
代
に
は
そ
ろ
ば
ん
を
使
う
こ
と
も
ひ
ろ
く
普
及
し
、

日
常
生
活
に
必
要
な
計
算
は
も
と
よ
り
、
測
量
や
商
売
の
た
め
の

計
算
、
さ
ら
に
は
趣
味
と
し
て
数
学
の
問
題
を
解
く
た
め
の
計
算

ま
で
、
数
や
量
を
扱
う
こ
と
に
習
熟
し
て
き
た
の
で
す
。
現
代
の

よ
う
な
学
校
制
度
の
な
か
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
数
学
の
初
歩
は

お
も
に
寺
子
屋
で
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
一
、
十
、
頁
千
、
万
と
い
う
十
進
法
の
数
の
名
、

さ
ら
に
十
の
四
乗
申
こ
と
に
億
、
兆
、
京
（
け
い
）
な
ど
と
い
う
名

を
使
ウ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
し
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よ
う
が
、
こ
う
い
う
数
詞
が
普
及
し
た
の
は
塵
劫
記
の
お
か
げ
で

す
。
塵
劫
記
に
は
日
常
生
活
に
必
要
な
も
の
を
は
る
か
に
超
え
て

な
ん
と
十
の
六
十
八
乗
ま
で
の
数
の
名
が
載
っ
て
い
ま
す
。
大
き

な
数
を
「
天
文
学
的
」
な
ど
と
い
い
ま
す
が
、
天
文
学
で
さ
え
も

十
の
六
十
八
乗
ほ
ど
の
大
き
な
数
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。
ま
た
、
急
激
に
ふ
え
る
た
と
え
と
し
て
「
ね
ず
み
ざ

ん
」
と
い
う
こ
と
ぱ
が
い
ま
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
鼠

産
」
で
な
く
て
数
列
の
問
題
「
鼠
算
」
、
こ
れ
も
塵
劫
記
に
出
て

い
る
例
題
か
ら
広
ま
っ
た
こ
と
ば
で
す
。

　
い
ま
私
た
ち
の
使
う
数
学
用
語
に
も
、
和
算
の
伝
統
が
生
き
て

い
ま
す
。
和
算
の
用
語
に
は
中
国
伝
来
の
も
の
も
日
本
独
自
の
も

の
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
と
に
・
か
く
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
使
わ

れ
て
い
る
用
語
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
加
・
減
・
乗
・
除
、

和
・
差
・
積
」
、
「
正
・
負
」
、
「
平
方
」
、
「
円
」
、
「
弧
」
、
「
弦
」
、

「
対
数
」
、
「
円
周
率
」
な
ど
は
和
算
の
時
代
か
ら
連
綿
と
続
い
て

い
る
言
葉
で
す
。
ち
な
み
に
、
円
周
率
を
意
味
す
る
英
語
の
単
語

は
あ
り
ま
せ
ん
。
円
周
と
直
径
と
の
比
を
「
π
と
い
う
数
」
と
よ

ぶ
し
か
な
い
言
語
で
学
習
す
る
人
た
ち
と
く
ら
べ
て
、
小
学
生
で

も
円
周
率
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
る
日
本
人
は
ど
れ
ほ
ど
学
習

に
有
利
か
、
考
え
て
み
て
下
さ
い
。

　
累
乗
を
意
味
す
る
「
幕
」
（
べ
き
、
略
字
と
し
て
江
戸
時
代
か

ら
「
巾
」
も
使
い
ま
す
）
は
単
独
で
も
ち
い
る
こ
と
は
少
な
く
な

り
ま
し
た
け
れ
ど
、
「
降
幕
の
順
」
、
「
幕
和
」
、
「
幕
級
数
」
な
ど

の
語
の
中
に
い
ま
も
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
「
楕
円
」
（
楯
円
と
も

書
き
ま
す
）
も
和
算
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
い
ま
は

使
わ
な
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
楕
円
と
同
じ
意
味
の
「
側
円
」

と
い
う
語
も
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
楕
円
を
「
長
円
」
と
い
う
の

は
い
つ
、
こ
ろ
か
ら
か
確
か
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
太
平
洋
戦
争
後
か

ら
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　
和
算
か
ら
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
用
語
の
ほ
か
に
、
明
治

に
な
っ
て
洋
算
の
導
入
と
と
も
に
あ
ら
た
に
作
ら
れ
た
用
語
の
中

に
も
、
和
算
か
ら
の
借
用
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ぱ
「
方
程

式
」
は
和
算
の
「
方
程
」
を
借
り
て
作
っ
た
こ
と
ぱ
で
す
。
ま
た

「
商
」
と
い
う
語
の
よ
う
に
意
味
の
せ
ぱ
ま
っ
た
も
の
も
あ
り
ま

す
。
和
算
で
は
「
商
」
は
い
ま
と
同
じ
割
り
算
の
答
の
意
味
の
ほ

か
、
平
方
根
や
二
次
方
程
式
の
根
（
解
）
な
ど
の
意
味
に
も
も
ち

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
意
味
の
変
え
ら
れ
た
用
語
も
あ
り
ま
す
。

和
算
の
「
二
乗
」
、
「
三
乗
」
な
ど
は
い
ま
の
三
乗
、
四
乗
な
ど
に

あ
た
り
ま
す
。
し
か
し
、
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
用
語
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
和
算
の
「
鉤
股
弦
」
（
こ
う
こ
げ
ん
、
鉤
は
句
、
勾
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と
も
書
き
ま
す
）
は
い
ま
で
は
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
定
理
と
か
三
平
方

の
定
理
と
か
よ
ぱ
れ
ま
す
。

　
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
「
和
算
」
と
い
う
こ
と
ば
は
幕
末
か
明

治
時
代
に
な
っ
て
欧
米
か
ら
あ
ら
た
に
入
っ
て
き
た
数
学
と
区
別

す
る
た
め
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
は

「
算
学
」
、
「
算
法
」
、
「
数
学
」
あ
る
い
は
単
に
「
算
」
な
ど
と
よ

ん
で
い
ま
し
た
。

　
和
算
を
廃
し
て
学
校
教
育
に
洋
算
を
採
用
し
た
文
明
開
化
の
明

治
の
世
に
な
っ
て
か
ら
あ
と
も
、
私
た
ち
は
気
づ
か
ず
に
和
算
の

恩
恵
を
受
け
続
け
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
従
っ
て
、
和
算
の

研
究
は
数
学
者
・
数
学
史
学
者
だ
け
に
ま
か
せ
て
お
く
べ
き
も
の

で
な
～
、
、
日
本
史
の
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
ひ
ろ
、
・
、
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
明
治
維
新
に
あ
た
っ
て
欧
米
の
科
学
技
術
を

採
り
い
れ
る
と
き
な
ど
に
、
当
時
の
庶
民
の
和
算
の
素
養
が
い
か

に
役
立
っ
た
か
、
こ
の
問
題
は
歴
史
家
に
解
明
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
患
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
産
業
や
経
済
に
対
す
る
和
算
の
貢

献
に
つ
い
て
も
、
日
本
史
の
興
味
あ
る
問
題
と
し
て
、
研
究
し
て

い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　
明
治
以
降
、
そ
し
て
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
後
も
さ
ら
に
、
江
戸

時
代
を
暗
い
封
建
制
の
時
代
と
否
定
的
に
ぱ
か
り
見
て
、
当
時
の

日
本
文
化
を
無
視
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
て
、
そ
の
傾
向
の
中

で
は
和
算
も
ま
た
例
外
で
な
く
、
不
当
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
と

思
い
ま
す
。
一
方
、
．
国
粋
主
義
的
に
、
和
算
家
の
中
で
関
孝
和
一

人
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
賞
賛
し
、
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
先
ん
じ
て
い
た
こ
と
ぱ
か
り
を
話
題
に
す
る
傾
向
も
あ
り
ま

す
。
行
列
式
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
の
重
要
な
概
念
が
実
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
よ
り
も
先
に
発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
賞
賛
に
値
す
る

事
実
な
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
が
先
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
に
目
を

奪
わ
れ
て
い
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

　
和
算
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
和
算
史
の
頂
点
に
立
つ
人
々

だ
け
で
な
く
、
す
そ
野
の
広
が
り
つ
ま
り
名
も
な
い
庶
民
の
こ
と

に
も
目
を
向
け
ね
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ろ
ぱ
ん
を
使
い
こ
な
し
、

実
用
の
た
め
の
計
算
を
日
、
こ
ろ
か
ら
行
い
、
さ
ら
に
は
楽
し
み
の

た
め
に
実
用
を
は
る
か
に
超
え
た
数
学
を
学
ん
で
い
た
数
知
れ
ぬ

人
々
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
社
会
の
中
で
こ
そ
和
算
は
成
立
し
て

き
た
の
で
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
と
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
数
学
が
自
然
科
学
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
の

に
対
し
て
、
和
算
は
趣
味
性
が
強
く
て
、
天
文
・
暦
法
や
測
量
や

商
業
な
ど
へ
の
実
用
は
あ
る
も
の
の
自
然
科
学
と
の
か
か
わ
り
が
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ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
頂
点
に
立
つ
人
々
の
す
ぐ
れ

た
業
績
の
わ
り
に
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
数
学

が
庶
民
の
遭
楽
に
は
な
り
得
な
・
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
名
も
な

い
一
般
の
人
々
に
は
数
学
が
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
か
づ
た
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。

　
日
本
と
の
対
比
の
た
め
に
、
冒
－
回
ツ
パ
の
数
学
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
た
と
え
ぱ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
重
力
（
万
有
引
力
）
の
法
則

と
力
学
の
法
則
か
ら
惑
星
の
動
き
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

法
則
が
一
定
の
微
分
方
程
式
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
、
惑
星
の
動

き
は
そ
の
微
分
方
程
式
の
解
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ニ
ュ
ー

ト
ン
は
「
り
ん
、
こ
は
な
ぜ
落
ち
る
か
」
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く

「
月
は
な
ぜ
落
ち
て
こ
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
を
も
、
同
じ
一

つ
の
理
論
で
解
き
明
か
し
た
の
で
す
。
惑
星
の
動
き
に
つ
い
て
の

観
測
結
果
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
ケ
プ
ラ
ー
の
法
則
は
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
の
微
分
方
程
式
の
解
と
し
て
す
べ
て
説
明
さ
れ
ま
す
。
自
然
界

を
支
配
す
る
法
則
を
解
明
し
よ
う
と
つ
と
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学

者
は
、
数
学
を
「
天
地
創
造
の
神
の
語
っ
た
言
葉
」
と
み
て
、
そ

れ
を
知
ろ
う
と
探
求
し
て
い
ま
し
た
。

　
一
方
、
和
算
家
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
関
心
が
う
す
く
て
、
問
題

の
面
白
さ
や
答
の
美
し
さ
を
求
め
る
僚
向
が
強
か
っ
た
の
で
す
。

算
額
の
問
題
な
ど
は
海
外
の
数
学
者
か
ら
も
「
み
が
か
れ
輝
く
宝

石
の
よ
う
な
」
問
題
と
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
算
額
と
い
う
の

は
数
学
の
問
題
や
答
を
絵
馬
に
し
て
寺
社
に
奉
納
す
る
も
の
で
、

算
額
奉
納
は
江
戸
時
代
に
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
習
慣
で
す
。
数

学
の
理
解
で
き
た
こ
と
を
神
仏
に
感
謝
し
、
研
究
が
さ
ら
に
す
す

む
よ
う
に
願
う
心
と
と
も
に
、
研
究
成
果
を
世
問
に
発
表
す
る
意

味
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
今
日
の
学
会
や
学
術
雑
誌
の
役
割

を
も
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。
武
者
修
行
の
よ
う
に
各
地
を
旅
し

て
算
額
を
見
て
勉
強
す
る
遊
歴
の
算
士
も
い
ま
し
た
。

　
和
算
は
し
だ
い
に
趣
味
性
を
強
め
て
い
き
、
扇
子
に
問
題
を
書

い
て
人
に
贈
る
と
い
う
風
流
な
習
慣
ま
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
人
々
は
図
の
美
し
さ
を
誇
り
、
問
題
を
解
く
す
じ
み
ち
の

お
も
し
ろ
さ
を
競
い
合
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
問
題
を
見
つ
け

る
動
機
は
宇
宙
の
原
理
を
解
き
明
か
す
た
め
で
は
な
く
、
技
巧
を

凝
ら
し
て
美
し
く
楽
し
い
も
の
を
作
る
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
傾
向
が
原
因
で
、
和
算
は
理
論
と
し
て

均
整
の
と
れ
た
も
の
へ
発
展
せ
ず
、
や
が
て
技
巧
の
袋
小
路
に
入

り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
自
然
科
学
へ
の
応
用
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
和
算
も
道
楽
だ
け
で
は
な
く
、
実
用
的
な
面
が
あ
っ
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た
の
は
ま
さ
に
富
山
さ
ん
も
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
玉
川
上

水
（
一
六
五
四
年
頃
完
成
）
や
箱
根
用
水
（
一
六
七
〇
年
完
成
）

な
ど
の
水
路
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
の
土
木
工
事
を
見
れ
ぱ
、

測
量
が
き
わ
め
て
精
密
に
な
さ
れ
て
い
た
の
が
わ
か
り
ま
す
。
残

念
な
が
ら
測
量
に
ど
ん
な
計
算
が
行
わ
れ
た
の
か
資
料
が
残
っ
て

い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
地
図
や
江
戸
時
代

に
作
ら
れ
た
も
の
の
精
密
さ
を
見
れ
ば
、
当
時
の
数
学
が
そ
う
い

う
仕
事
に
役
立
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
暦

を
つ
く
り
、
城
を
築
き
、
橋
を
架
け
、
検
地
し
徴
税
し
、
先
物
取

引
を
行
い
、
両
替
す
る
に
も
、
和
算
が
役
立
っ
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
体
系
的
な
理
論
と
し
て
数
学
を

築
い
て
い
く
の
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
こ
と
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん

が
、
楽
し
み
の
た
め
の
数
学
と
い
う
の
も
ま
た
一
つ
の
立
派
な
文

化
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
と
は
質
の
ち

が
う
数
学
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
う
て
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
数
学

を
基
準
に
し
て
洋
算
と
和
算
と
の
優
劣
を
比
較
し
和
算
に
は
何
々

が
欠
け
て
い
る
と
批
判
す
る
の
は
ま
っ
た
く
不
毛
の
議
論
だ
と
い

う
、
あ
る
数
学
史
学
者
の
意
見
は
、
的
を
射
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

洋
算
と
和
算
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
を
見
る
べ
き
で
あ

り
ま
し
上
う
。

　
い
ま
義
務
教
育
な
ど
で
教
え
ら
れ
て
い
る
数
学
は
あ
ま
り
に
も

味
気
な
く
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
科
学
技

術
や
経
済
学
に
役
立
て
る
に
し
て
も
、
数
学
と
い
う
学
問
を
も
っ

と
楽
し
み
な
が
ら
学
び
た
い
も
の
で
す
。
数
学
に
楽
し
み
と
し
て

の
面
も
復
活
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
問
題
の
形
式
も
、

い
ま
は
答
の
数
値
だ
け
書
か
せ
る
の
が
多
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、

和
算
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
答
日
干
九
百
九
十
八
。
問
術
。
」
（
答
に

い
わ
く
千
九
百
九
十
八
、
術
を
問
う
。
）
と
数
値
は
見
せ
て
し
ま

っ
て
解
き
方
・
考
え
方
を
説
明
さ
せ
る
出
題
形
式
に
見
習
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
「
×
×
大
学
に
合
格
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
い
う
絵

馬
ば
か
り
で
な
～
、
、
人
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
問
題
の
絵
馬
も
見

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
人
が
「
歴
史
な
き
民
族
」
と
言
わ
れ
る
の
は
中
国
侵
略
な

ど
加
害
の
歴
史
に
目
を
閉
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
が
、
加
害
の
歴
史
だ
け
で
な

く
、
世
界
に
誇
る
べ
き
伝
統
文
化
の
歴
史
に
も
ま
た
目
を
向
け
て

い
な
い
の
で
す
。
祖
先
が
私
た
ち
に
残
し
て
く
れ
た
貴
重
な
文
化

遺
産
を
受
け
継
い
で
つ
ぎ
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
の
は
、
現
代
の

私
た
ち
臼
本
民
族
の
つ
と
め
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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終
わ
り
に
、
和
算
に
つ
い
て
何
か
読
ん
で
み
た
い
と
い
う
方
の

た
め
に
、
一
般
向
き
の
書
物
の
中
か
ら
、
本
文
で
述
べ
た
も
の
の

ほ
か
に
、
つ
ぎ
の
も
の
だ
け
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

　
　
深
川
英
俊
、
ダ
ン
・
ペ
ド
i
共
著
「
日
本
の
幾
何
－
何
題

　
　
　
解
け
ま
す
か
？
」
森
北
出
版
、
一
九
九
一
年
。

　
　
深
川
英
俊
、
ダ
ン
・
ソ
コ
ロ
フ
ス
キ
ー
共
著
「
日
本
の
数
学

　
　
　
－
何
題
解
け
ま
す
か
？
［
上
］
」
森
北
出
版
、
一
九
九

　
　
　
四
年
。

　
　
深
川
英
俊
、
ダ
ン
・
ソ
コ
ロ
フ
ス
キ
ー
共
著
「
日
本
の
数
学

　
　
　
－
何
題
解
け
ま
す
か
？
［
下
］
」
森
北
出
版
、
一
九
九

　
　
　
四
年
。

　
　
佐
藤
健
一
著
「
日
本
人
と
数
－
江
戸
庶
民
の
数
学
」
東
洋

　
　
　
書
店
、
一
九
九
四
年
。

塵
劫
記
の
復
刻
版
に
は
つ
ぎ
の
四
つ
が
あ
り
ま
す
。

　
　
与
謝
野
寛
、
正
宗
敦
夫
、
与
謝
野
晶
子
編
纂
校
訂
「
古
代
数

　
　
　
学
集
［
上
］
」
。
日
本
古
典
全
集
二
九
、
日
本
古
典
全
集
刊

　
　
　
行
会
、
一
九
二
七
年
。

　
　
吉
田
光
由
著
、
大
矢
真
一
校
注
「
塵
劫
記
」
岩
波
書
店
、
一

　
　
　
九
七
七
年
。

　
　
塵
劫
記
刊
行
三
百
年
記
念
顕
彰
事
業
実
行
委
員
会
（
委
員
長

　
　
　
大
矢
真
一
）
編
著
、
吉
田
光
由
著
「
塵
劫
記
全
三
巻
、
付

　
　
　
現
代
活
字
版
お
よ
ぴ
論
文
集
」
大
阪
教
育
図
書
株
式
会
社
、

　
　
　
一
九
七
七
年
。

　
　
勝
見
英
一
朗
校
注
、
下
平
和
夫
監
修
「
塵
劫
記
小
型
四
巻

　
　
　
本
」
。
江
戸
初
期
和
算
選
書
第
一
巻
、
研
成
社
、
一
九
九

　
　
　
〇
年
。

専
門
的
な
文
献
に
関
し
て
は
、
岩
波
数
学
辞
典
の
「
和
算
」
の
項

目
な
ど
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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