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近
年
の
調
査
に
よ
り
、
足
立

の
地
が
絵
師
（
画
家
）・
文
人

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
文
化

人
た
ち
を
支
え
、
江
戸
時
代
以

来
、
連
綿
と
文
学
・
芸
術
文
化

を
展
開
さ
せ
て
き
た
豊
穣
な
る

文
芸
の
街
と
し
て
の
側
面
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
本
年
よ
り
開
始
さ

れ
た
文
化
遺
産
調
査
の
対
象
の

洋
画
家
・
石
井
柏
亭
と
足
立
の
近
代
美
術

小
　
林
　
　
　
優

一
つ
と
し
て
、
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
夫
妻

を
支
え
た
詩
人
で
あ
り
、
洋
画
家
・
石
井

柏
亭
に
学
ん
で
画
家
と
し
て
も
活
躍
し
た

足
立
区
花
畑
の
詩
画
人
・
千
ヶ
崎
悌
六（
ち

が
さ
き 
て
い
ろ
く
、
一
九
〇
五
～
六
〇
）

の
活
動
に
対
す
る
調
査
を
開
始
し
た
こ
と

で
、
足
立
の
芸
術
文
化
史
を
め
ぐ
る
調
査

研
究
の
視
野
は
、
江
戸
・
明
治
を
超
え
て

昭
和
に
ま
で
広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
悌
六
氏
の
活
動
に
対
す

る
調
査
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
彼

の
画
業
の
師
・
石
井
柏
亭
の
筆
に
よ
る《
椿

図
》（
左
）
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

　

今
回
は
、
こ
の
《
椿
図
》
を
通
し
て
足

立
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
洋
画

家
・
石
井
柏
亭
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
近
代
洋
画
の
重
鎮
・
石
井
柏
亭　

石
井

柏
亭
（
い
し
い 

は
く
て
い
、
一
八
八
二

～
一
九
五
八
）
は
、
東
京
下
谷
仲
御
徒
町

（
現
・
台
東
区
上
野
）
の
生
ま
れ
。
本
名

を
満
吉
と
い
い
、
祖
父
は
江
戸
後
期
の
絵

師
・
谷
文
晁
に
師
事
し
た
鈴
木
鵞
湖
（
す

ず
き 

が
こ
）、
父
の
石
井
鼎
湖
（
い
し

い 

て
い
こ
）
も
鵞
湖
に
学
ん
で
日
本
画

家
と
し
て
活
動
し
ま
し
た
。

　

柏
亭
も
ま
た
、
幼
少
か
ら
父
に
日
本
画

の
指
導
を
受
け
、
一
〇
歳
に
し
て
日
本
美

術
協
会
な
ど
に
作
品
を
出
展
す
る
早
熟
ぶ

り
を
見
せ
て
い
ま
す
。一
六
歳
で
洋
画
家
・

浅
井
忠
に
師
事
し
て
以
降
は
、
洋
画
技
法

の
習
得
に
心
血
を
注
ぎ
、
日
本
画
、
油
彩

画
、
水
彩
画
を
横
断
す
る
多
彩
な
活
動
を

展
開
し
て
、
画
壇
に
独
自
の
地
位
を
築
い

て
い
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
二
科
会
（
大
正
三
年
に
文
部

省
美
術
展
覧
会
の
審
査
に
反
発
し
た
洋
画

家
た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
美
術
団

体
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
美
術
団
体
の
創

立
・
運
営
の
中
核
を
担
い
、
組
織
運
営
に

も
優
れ
た
手
腕
を
発
揮
し
た
他
、
与
謝
野

鉄
幹
・
晶
子
夫
妻
の
主
宰
す
る
文
芸
雑
誌

『
明
星
』、『
冬
柏
』
に
挿
絵
や
詩
歌
、
時

評
を
次
々
と
発
表
す
る
な
ど
、
文
芸
活
動

に
も
高
い
関
心
を
示
し
、
明
治
か
ら
昭
和

に
渡
る
近
代
芸
術
文
化
の
形
成
と
発
展

に
、
幅
広
い
功
績
を
残
し
ま
し
た
。

■
石
井
柏
亭
と
画
題
と
し
て
の「
千
住
川
」

　

画
家
と
し
て
、
国
内
外
の
様
々
な
地
域

を
写
生
し
て
歩
き
、
画
題
と
し
た
柏
亭
で

す
が
、
特
に
日
本
画
家
・
平
福
百
穂
（
ひ

ら
ふ
く 

ひ
ゃ
く
す
い
）、
結
城
素
明
（
ゆ

う
き 

そ
め
い
）
ら
が
、
西
洋
的
な
リ
ア

リ
ズ
ム
に
よ
る
新
し
い
日
本
画
の
創
造
を

目
指
し
て
結
成
し
た
美
術
団
体
、
无
声
会

（
む
せ
い
か
い
）
へ
の
出
展
を
開
始
し
た

二
〇
歳
前
半
の
頃
、
千
住
近
辺
の
隅
田
川

の
風
景
を
題
材
に
し
た
作
品
を
二
点
発
表

し
て
い
ま
す
。

　

一
点
目
は
、《
千
住
川
》（
現
所
蔵
先
不

明
）
と
題
さ
れ
た
作
品
で
、
明
治
三
五

（
一
九
〇
二
）
年
、
无
声
会
の
会
員
に
な
っ

た
ば
か
り
の
柏
亭
が
、
第
五
回
无
声
会
展

に
出
展
し
た
五
点
の
中
の
一
点
で
す
。
当

時
の
出
展
カ
タ
ロ
グ
の
図
版
か
ら
、
遠
く

に
千
住
大
橋
が
見
え
る
隅
田
川
沿
岸
の
風

景
を
南
千
住
側
か
ら
捉
え
、
无
声
会
の
思

石井 柏亭　《 椿図 》
紙本墨画淡彩　制作年代不詳
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特
別
展
「
ス
イ
ー
ツ
ラ
ン
ド
あ
だ
ち
」
よ
り

機
械
化
以
前
の
菓
子
づ
く
り
の
道
具

飴
の
切
断
機
（
球
断
機
）

荻
　
原
　
ち
と
せ

想
に
則
っ
て
克
明
な
写
実
性
を
持
っ
て
描

き
あ
げ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
日
本
画
の
画
材
と
水
彩
の
技
法
を

融
合
さ
せ
た
そ
の
表
現
は
、
同
年
の
文
芸

雑
誌
『
新
声
』（
第
七
巻
第
五
号
）
に
掲

載
さ
れ
た
展
覧
会
評
で
「
こ
れ
も
無
論
寫

生
に
成
つ
て
居
る
の
で
、
な
か
な
か
傑
作

で
あ
る
。
一
躰
君
の
描
法
は
一
種
特
有
の

點
が
あ
つ
て
、
正
に
一
新
生
面
を
開
い
て

居
る
も
の
だ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

出
展
作
中
で
も
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　

二
点
目
は
、
翌
年
の
第
六
回
无
声
会
展

へ
の
出
展
作
《
千
住
川
月
夜
》（
現
所
蔵
先

不
明
）
で
、
出
展
カ
タ
ロ
グ
の
図
版
を
参

照
す
る
と
、
遠
く
に
橋
梁
を
望
む
隅
田
川

の
夜
景
を
、
や
は
り
南
千
住
側
か
ら
捉
え

た
作
品
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
他
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

に
千
寿
第
二
尋
常
小
学
校
で
開
催
さ
れ

た
「
足
立
区
名
宝
展
覧
会
」
の
出
展
目
録

を
見
る
と
、《
榛
木
山
（
は
ん
の
き
や
ま
）

よ
り
大
橋
を
望
む
》
と
い
う
、
や
は
り
南

千
住
付
近
か
ら
千
住
大
橋
を
描
い
た
と
思

わ
れ
る
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
柏
亭
の
作
品
が

出
展
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
柏

亭
が
千
住
大
橋
を
望
む
南
千
住
近
辺
を
、

写
生
地
お
よ
び
画
題
と
し
て
好
ん
で
い
た

こ
と
が
伺
え
る
の
で
す
。

■
柏
亭
か
ら
贈
ら
れ
た
《
椿
図
》　

右
の

よ
う
に
、
柏
亭
が
南
千
住
付
近
を
写
生
地

と
し
て
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
そ
の
作
品
記
録
か
ら
明
ら
か
で

す
。
さ
ら
に
、
郷
土
博
物
館
で
お
預
か
り

し
て
い
る
資
料
中
か
ら
確
認
さ
れ
た
柏
亭

の
筆
に
よ
る
《
椿
図
》
は
、
柏
亭
が
南
千

住
の
み
な
ら
ず
、
大
橋
を
越
え
た
足
立
の

人
物
と
も
交
友
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
明

確
に
物
語
る
も
の
で
し
た
。

　
《
椿
図
》
は
、
墨
と
淡
彩
に
よ
る
日
本

画
で
、左
上
部
に
「
柏
亭
作
」
の
署
名
と
、

本
名
の
満
吉
の
一
字
「
満
」
の
印
章
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
確
な
制
作

年
代
は
不
詳
で
す
が
、
興
味
深
い
の
は
、

「
薄
謝　

石
井
柏
亭
」
と
書
か
れ
た
巻
紙

と
、
紅
白
の
水
引
が
巻
か
れ
て
お
り
、
明

ら
か
に
何
ら
か
の
謝
礼
と
し
て
柏
亭
か
ら

贈
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
区
内
の
人
物
と
柏
亭
と
の

直
接
的
な
交
友
が
示
唆
さ
れ
、
調
査
を
進

め
た
と
こ
ろ
、
花
畑
に
住
み
、
足
立
区
立

第
十
三
中
学
校
で
英
語
教
師
を
し
て
い
た

千
ヶ
崎
悌
六
が
、
柏
亭
に
絵
を
学
ん
で
い

た
と
い
う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
、
悌
六
氏

に
対
す
る
本
格
的
な
調
査
へ
の
道
筋
が
拓

け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
現
在
ま
で
の
調
査
に
よ
っ
て
、

悌
六
氏
が
旧
制
第
二
高
校
在
学
時
か
ら
与

謝
野
夫
妻
の
『
明
星
』
に
詩
歌
を
寄
稿
し
、

以
降
、
詩
歌
人
兼
編
集
者
と
し
て
、
夫
妻

が
『
明
星
』
に
続
い
て
主
宰
し
た
文
芸
雑

誌
『
冬
柏
』
の
編
集
・
運
営
の
中
心
を
担

う
な
ど
、
夫
妻
の
右
腕
と
し
て
そ
の
活
動

を
支
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
悌
六
氏
は
、
こ
の
与
謝
野
夫

妻
の
傍
で
の
活
動
を
通
し
て
、
夫
妻
の
盟

友
だ
っ
た
柏
亭
に
出
会
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
薫
陶
を
受
け
、

や
が
て
水
彩
画
家
と
し
て
の
活
動
を
本
格

化
さ
せ
て
い
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、《
椿
図
》

は
そ
う
い
っ
た
柏
亭
と
の
交
流
の
中
で
、

悌
六
氏
に
贈
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

■
お
わ
り
に
―
足
立
の
水
彩
画
家
た
ち
―

　
《
椿
図
》
と
い
う
一
点
の
作
品
を
契
機

と
し
て
、
詩
画
人
・
千
ヶ
崎
悌
六
へ
の

調
査
は
始
ま
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
七

（
一
九
五
二
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
現
代

水
彩
画
作
品
集　

水
彩
特
集
』（
美
術
研

究
社
）
所
収
「
現
代
水
彩
作
家
氏
名
録
」

を
見
る
と
、

◦
丸
山 

東
美
男
（
足
立
区
伊
興
町
前
沼
）

◦
岡
田 

正
二
（
足
立
区
蒲
原
町
）

◦
氏
家 

秀
之
進
（
足
立
区
北
三
谷
）

◦
豊 

千
里
（
足
立
区
栗
原
町
）

◦
豊
田 

芳
郎
（
足
立
区
花
畑
）

と
、
悌
六
氏
の
他
に
も
複
数
の
水
彩
画
家

た
ち
が
足
立
に
居
を
構
え
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
二
〇
年
頃
に

は
、
中
央
画
壇
で
活
躍
し
て
い
た
芸
術
家

が
、
区
内
の
学
校
に
美
術
教
員
と
し
て
勤

め
て
い
た
例
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

後
、
彼
ら
へ
の
調
査
を
進
め
て
い
く
こ
と

で
、江
戸
以
来
続
く
足
立
の
芸
術
文
化
の
、

新
た
な
一
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

 

（
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
）

　

開
催
中
の
特
別
展
で
は
、
食
品
工
業
と

し
て
の
お
菓
子
づ
く
り
の
歩
み
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
。
機
械
化
が
進
ん
で
い
る
お

菓
子
の
製
造
も
、
昭
和
四
〇
年
代
の
半
ば

こ
ろ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
手
作
り
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、い
か
に
効
率
よ
く
、

た
く
さ
ん
の
菓
子
を
つ
く
る
か
を
工
夫
し

た
道
具
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な

か
で
、
飴
の
切
断
機
（
写
真
）
を
紹
介
し

ま
す
。
飴
は
銅
鍋
で
砂
糖
や
水
飴
を
煮
詰

め
た
も
の
か
ら
つ
く
り
ま
す
。
鍋
か
ら
取

り
出
し
た
ア
メ
を
練
り
、
そ
れ
を
細
長
く

棒
状
に
伸
ば
し
ま
す
。
伸
ば
し
た
ア
メ
を
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一
粒
ず
つ
に
切
り
離
す
と
き
に
使
う
の
が

こ
の
道
具
で
す
。
木
製
の
盤
に
溝
の
つ
い

た
金
属
製
の
板
を
取
り
付
け
て
あ
り
ま

す
。
溝
の
峰
の
部
分
は
上
下
と
も
に
、
細

か
く
尖
っ
た
刃
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
の

部
分
に
、
横
幅
に
合
わ
せ
て
切
っ
た
ア
メ

を
溝
と
垂
直
に
並
べ
て
置
き
、
上
か
ら
抑

え
て
グ
リ
グ
リ
と
前
後
に
動
か
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
メ
が
切
れ
、
ま
た
切
れ
た
ア

メ
が
溝
の
な
か
で
転
が
り
丸
い
形
に
な
る

の
で
す
。
上
部
の
持
ち
手
が
、
軽
く
ハ
の

字
に
開
い
て
掴
み
や
す
く
工
夫
さ
れ
て
い

ま
す
。
使
っ
て
い
る
と
、
刃
が
減
っ
て
く

る
の
で
、
の
こ
ぎ
り
と
同
様
に
目
立
て
を

し
て
手
入
れ
を
し
ま
す
。

　

同
じ
仕
組
み
の
道
具
に
、
す
べ
て
木
製

で
、溝
幅
の
大
き
い
球
断
機
が
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
は
、
形
の
揃
っ
た
丸
い
団
子
を
き

れ
い
に
つ
く
る
た
め
の
道
具
で
、
現
在
で

も
菓
子
製
造
道
具
と
し
て
販
売
さ
れ
て
お

り
、
和
菓
子
店
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

団
子
の
球
断
機
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ

れ
て
い
る
の
か
不
明
で
す
が
、
こ
ち
ら
が

先
に
あ
り
、
固
い
ア
メ
を
切
る
た
め
に
金

属
、
刃
を
つ
け
た
道
具
を
開
発
し
た
の
で

は
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
金
属
加
工
の
技
術

は
難
し
い
の
で
、
古
く
て
も
昭
和
一
〇
年

代
に
で
き
た
も
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

東
京
菓
子
協
会
が
所
蔵
す
る
も
の
と
、

区
内
マ
ル
マ
サ
製
菓
か
ら
今
回
寄
贈
さ
れ

た
も
の
と
同
じ
メ
ー
カ
で
、
普
及
し
て
い

た
様
子
が
想
像
で
き
ま
す
。
富
士
山
に「
Ｆ

Ｕ
Ｊ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
（
フ
ジ
コ
ー
）」
と
筆
記
体
で

表
し
た
会
社
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
道
具
の
使
用
体
験
が
あ
る
人

も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
機
械
化
直
前

の
道
具
に
は
、
製
造
の
た
め
の
基
本
的
な

原
理
が
表
れ
て
い
ま
す
。
道
具
の
細
か
い

使
い
方
、
そ
し
て
開
発
や
普
及
に
つ
い
て

も
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

す
。�

（
郷
土
博
物
館
　
学
芸
員
）

須
賀
家
旧
蔵
　
奉
納
算
額
に
つ
い
て

奥
　
村
　
麻
由
美

　

算
額
と
は
、
和
算
の
問
題
や
そ
の
解
法

を
記
載
し
、
寺
社
に
奉
納
し
た
絵
馬
の
一

種
で
あ
る
。
額
面
題
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、

今
日
ま
で
各
地
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
額
は
問
い
と
答
え
が
一
揃
い
の

額
も
あ
れ
ば
、
遺
題
と
呼
ば
れ
、
問
題
だ

け
を
記
載
し
、
そ
れ
を
見
た
誰
か
が
答
え

を
求
め
、
そ
の
解
法
や
さ
ら
な
る
難
題
を

ま
た
記
載
し
て
掲
げ
る
と
い
っ
た
も
の
も

多
い
。

　

和
算
と
は
、
広
義
で
い
え
ば
日
本
独
自

に
発
達
し
た
算
術
の
総
称
で
あ
り
、
長
い

歴
史
を
持
つ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
江
戸
時

代
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
述

べ
る
。

　

江
戸
期
に
お
け
る
和
算
興
隆
の
き
っ
か

け
と
し
て
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に

吉
田
光
由
に
よ
る
『
塵
劫
記
（
じ
ん
こ
う

き
）』
の
発
行
が
あ
る
。『
塵
劫
記
』
は
基

礎
的
な
算
術
書
だ
が
、
世
間
に
大
変
歓
迎

さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
生
活

レ
ベ
ル
の
向
上
に
伴
い
、
素
養
と
し
て
の

算
術
が
庶
民
に
も
求
め
ら
れ
始
め
て
い
た

時
世
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
に
和
算
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
、
関
流
の
祖
と
も

な
っ
た
関
孝
和
も
、
こ
の
本
か
ら
学
ん
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
和
算
家
と
呼
ば
れ
る
和
算
の
専

門
家
も
い
た
よ
う
に
、
和
算
は
絵
や
俳
諧

と
同
じ
く
、
芸
道
の
一
種
で
も
あ
っ
た
。

算
額
の
題
材
に
な
る
和
算
と
は
、
あ
く
ま

で
も
そ
の
道
を
極
め
る
こ
と
へ
の
道
楽
や

修
行
と
い
っ
た
興
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当

然
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
和
算
は
全
て
の
人
が
自

在
に
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
謎

か
け
」
は
、
あ
る
種
の
神
性
を
帯
び
て
考

え
ら
れ
て
い
た
。
故
に
、
難
問
が
解
け
た

際
に
は
、
神
仏
に
感
謝
し
、
そ
し
て
披
露

す
る
意
味
も
込
め
て
寺
社
に
額
が
奉
納
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
足
立
の
地
域
に
も
、
多
く

の
和
算
家
が
存
在
し
た
。
金
杉
清
三
郎
、

大
原
利
明
、
小
泉
伝
蔵
な
ど
、
い
ず
れ
も

先
に
述
べ
た
関
流
の
著
名
な
和
算
家
で
あ

り
、
算
額
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
の
、
須
賀
邦
慶
に
よ
る
一
点
を
紹
介

す
る
。
須
賀
は
本
郷
の
押
田
邦
全
に
学

び
、
伊
興
に
そ
の
足
跡
が
残
る
人
物
で
あ

る
。
こ
ち
ら
の
額
が
ど
こ
に
奉
納
さ
れ
て

い
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
嘉
永
七
年

（
一
八
五
四
）
に
奉
納
さ
れ
た
と
の
記
録

が
見
え
る
。

今
有
如
圓
帯
直
圓

内
甲
圓
四
個
及

隔
累
圓
容
乙
圓

二
個
只
云
不
抅

累
圓
箇
數
末
圓

「須賀家　奉納算額」嘉永七年（当館蔵）

飴の切断機（球断機）「FUJIKO」の会社マーク
一般財団法人東京菓子協会所蔵
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徑
若
干
甲
圓
徑

若
干
問
乙
圓
徑

幾
何

答
依
左
術
求
乙
圓
徑

術
曰
置
甲
圓
徑
減
末
圓
徑
名
子
乘

甲
圓
徑
開
平
方
減
子
倍
之
得
乙
圓
徑

合
間

關
流

押
田
邦
全
先
生
門
人

嘉
永
七
甲
寅
羊
正
月
吉
日
　
須
賀
三
治
郎

邦
慶

（
※
旧
字
体
は
一
部
を
新
字
体
で
表
記
）

　

こ
れ
は
、
図
に
お
い
て
末
円
の
直
径
と

甲
円
の
直
径
を
利
用
し
て
、
乙
の
円
の
直

径
を
示
せ
、と
い
う
内
容
の
問
題
で
あ
る
。

　

解
に
よ
る
と
、
三
平
方
の
定
理
を
利
用

し
た
、
今
で
言
う
高
等
学
校
教
育
の
レ
ベ

ル
程
度
の
数
学
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

言
葉
は
少
々
難
し
い
が
、今
日
の
数
学（
洋

算
）
と
理
論
は
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
か
ら
高
い
水
準
で

あ
っ
た
和
算
だ
が
、こ
れ
ら
の
発
達
に
は
、

生
活
水
準
の
変
化
や
、
遊
算
家
な
ど
の
活

動
、
天
文
学
、
測
量
技
術
の
向
上
等
、
あ

ら
ゆ
る
要
因
が
あ
っ
た
。
ま
た
算
額
は
、

都
市
部
の
知
識
人
だ
け
で
な
く
、
地
方
の

村
落
や
、農
民
の
手
に
よ
る
も
の
も
多
い
。

江
戸
期
と
い
う
太
平
の
世
で
様
々
な
文
化

や
技
術
が
大
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
と
同
じ

く
、
社
会
経
済
の
発
達
に
よ
り
、
和
算
の

資
料
紹
介

千
住
警
衛
と
天
狗
党
の
乱 

①

多
　
田
　
文
　
夫

　

幕
末
の
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
、
生

麦
事
件
や
八
月
十
八
日
に
京
都
で
政
変
が

起
こ
る
中
、
江
戸
も
厳
戒
態
勢
が
敷
か

れ
、
千
住
宿
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
四
宿

に
は
警
衛
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
警
衛
と
は「
御
警
衛
」「
非
常
警
衛
」

と
も
称
さ
れ
江
戸
を
防
衛
す
る
た
め
の
幕

府
軍
の
部
隊
駐
屯
と
柵
門
（
関
所
）
を
さ

し
ま
す
。

　

千
住
宿
は
出
羽
松
山
藩
が
八
月
二
六
日

に
受
命
し
、
の
ち
近
江
宮
川
藩
が
十
二
月

十
六
日
に
命
じ
ら
れ
、
両
藩
兵
が
駐
屯
し

ま
し
た
。
こ
の
警
衛
に
つ
い
て
は
千
住
五

丁
目
に
関
所
が
あ
っ
た
こ
と
、
警
衛
を
つ

と
め
た
大
名
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
（『
幕
末
が
生
ん
だ
遺
産
』
当
館
、
平

成
十
六
・
二
〇
〇
四
年
）。

　

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
だ
っ
た

の
で
す
が
、
最
近
、
歴
史
家
・
阿
部
正

巳
（
一
八
七
九
～
一
八
四
六
）
に
よ
る
尊

攘
派
の
出
羽
松
山
藩
士
、
川
俣
茂
七
郎

（
一
八
三
九
～
六
四
）
の
伝
記
、『
川
俣
茂

七
郎
』（
大
正
十
四
・
一
九
二
五
年
発
行
、

私
家
版
。
国
会
図
書
館
蔵
）
に
、
同
警
衛

の
記
事
が
確
認
で
き
ま
し
た
の
で
以
下
に

記
事
を
紹
介
し
ま
す
。

　

阿
部
は
両
藩
の
受
命
日
を
十
二
月
十
六

日
と
し
て
い
ま
す
が
、
上
述
の
と
お
り
松

山
藩
は
八
月
に
最
初
に
受
命
し
て
い
ま
し

た
。
興
味
深
い
の
は
後
半
で
屯
所
の
本
陣

が
「
千
住
安
養
寺
」
と
あ
り
（
安
養
院
の

誤
記
）、
千
住
五
丁
目
の
安
養
院
だ
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
右
掲
写
真
）。

　

さ
ら
に
警
衛
の
守
備
範
囲
が「
水
戸
口
」

（
水
戸
佐
倉
道
）、「
流
山
口
」（
大
原
道
）、

そ
し
て
「
奥
州
街
道
」（
日
光
奥
州
道
中
）

だ
っ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
千
住
宿
の
み

な
ら
ず
三
方
向
か
ら
の
街
道
筋
の
警
備
を

考
え
る
な
ら
千
住
五
丁
目
は
格
好
の
場
所

だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
千
住
警
衛
が
最
初
に
機
能
し
た
の

が
天
狗
党
の
乱
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
次
回
以
降
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

※ 　

安
養
院
が
幕
末
の
千
住
警
衛
の
屯

所
本
陣
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同

寺
内
藤
良
家
御
住
職
に
ご
協
力
を
た

ま
わ
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
上

げ
ま
す
。�（
郷
土
博
物
館
　
学
芸
員
）

発
展
も
促
さ
れ
た
時
代
背
景
が
伺
え
る
。

こ
こ
足
立
に
お
い
て
の
算
額
研
究
も
、
そ

の
内
容
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
信
仰
や
文

化
交
流
の
側
面
か
ら
も
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

�

（
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
）

　�

　
千
住
口
の
警
衛
は
、
近
時
幕
府
に
て

江
戸
の
周
囲
に
新
た
に
設
け
た
る
も

の
ゝ
一
に
し
て
、
松
山
藩
に
て
は
、
江

州
宮
川
藩
と
共
に
文
久
三
年
十
二
月

十
六
日
に
命
ぜ
ら
れ
、
千
住
安
養
寺
に

本
陣
を
置
き
、
宮
川
藩
と
十
日
交
代
に

て
勤
番
し
、
水
戸
口
、
流
山
口
、
奥
州

街
道
の
警
衛
に
当
れ
る
も
の
な
り
。

お
知
ら
せ 

酒
合
戦
再
現
！

　

前
号
紹
介
の
千
住
の
酒
合
戦
二
〇
〇

周
年
を
記
念
し
て
千
住
仲
組
協
議
会

（
会
長
・
山
田
友
計
氏
）
が
主
催
で
次

の
日
程
で
復
元
催
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
参
加
下
さ
い
。

▼
開
催
日
＝
十
一
月
二
二
日
（
日
）
／

▼ 

会
場
＝
東
京
藝
術
セ
ン
タ
ー
（
足
立

区
千
住
一
丁
目
４
―
１
）

▼ 

講
演
会　

午
後
１
時
～
１
時
45
分
／

講
師
＝
安
藤
義
雄
氏（
足
立
史
談
会
）

「
２
０
０
周
年
を
迎
え
た
千
住
の
酒

合
戦
」

▼ 

酒
合
戦
再
現
イ
ベ
ン
ト
＝
午
後
２
時

～
３
時
30
分
。
そ
の
他
に
も
展
示
や

イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。


