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川
澄
徳
次
と
和
算

　

皆
さ
ん
、
算
数
や
数
学
は
お
好
き
で

し
ょ
う
か
。
私
は
大
嫌
い
で
、
学
生
時
代

は
数
学
と
い
う
教
科
の
存
在
を
の
ろ
っ
た

も
の
で
す
。
そ
ん
な
私
や
皆
さ
ん
が
習
う

数
学
は
実
は
明
治
時
代
の
初
め
に
西
洋
か

ら
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
以
前
に
は

ま
っ
た
く
別
体
系
で
発
達
し
た
計
算
法
が

日
本
に
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

　
「
和
算
」
と
呼
ば
れ
た
そ
の
計
算
法
は
、

は
じ
め
は
、
測
量
や
暦
法
な
ど
の
実
用
に

用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
江
戸
の
中
期
ご
ろ

か
ら
は
実
用
の
範
囲
を
超
え
、
人
々
の
娯

楽
と
し
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
和
算
の
楽
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
人
々

は
、
自
ら
考
え
た
問
題
を
出
し
合
い
切
磋

琢
磨
す
る
う
ち
に
、
同
時
代
の
西
洋
の
数

学
者
に
匹
敵
す
る
、
新
し
い
テ
ク
ニ
ッ
ク

を
次
々
と
発
見
し
て
い
き
ま
す
。

　
田
原
に
お
い
て
も
和
算
の
魅
力
に
取
り

付
か
れ
、
和
算
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸

か
っ
た
人
が
い
ま
す
。
自
由
民
権
運
動
の

活
動
家
で
あ
っ
た
川
澄
徳
次
（
１
８
５
９

～
１
９
１
１
）
は
、
田
原
出
身
の
和
算
家

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
徳
次
は
藩

校
の
成
章
館
で
和
算
に
出
会
い
基
礎
を
学

ん
だ
後
、
豊
橋
の
塾
ま
で
歩
い
て
通
い
、

学
び
を
深
め
、
最
終
的
に
は
新
城
に
あ
る

和
算
の
広
瀬
祐
貞
塾
の
塾
頭
と
な
り
ま
し

た
。
写
真
（
下
）
の
和
算
の
問
題
も
川
澄

が
作
っ
た
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
写
真
の
問
題
で
す
が
、
自
分
な

り
に
解
こ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
結
局
提

示
さ
れ
て

い
る
答
え

に
は
た
ど

り
着
け
ま

せ
ん
で
し

た
。
幕
末

期
か
ら
明

治
初
期
の

和
算
家
の

作
っ
た
問

題
の
中
に

は
、
円
の

内
接
円
に
関
連
す
る
出
題
が
多
く
あ
り
、

こ
の
問
題
も
そ
の
流
行
に
の
っ
と
っ
て
い

る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
問
題
が
つ
く
ら
れ
た
時
期
か
ら
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
５
年
、
明
治
５
年
の
学
制

発
布
に
よ
り
、
学
校
教
育
に
お
い
て
和
算

は
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
洋
算
と
当
時
呼
ば

れ
た
西
洋
数
学
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
同
時

に
江
戸
の
人
々
が
親
し
み
育
ん
だ
和
算
と

い
う
文
化
は
本
格
的
に
役
割
を
終
え
、
洋

算
と
い
う
近
代
化
に
必
要
な
一
種
の
技
術

に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
ま
す
。
川
澄
も
こ
の

時
期
に
小
学
校
教
師
と
な
り
、
和
算
へ
の

こ
だ
わ
り
を
捨
て
、
小
学
校
で
洋
算
を
教

え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
洋
算
は
何
の
抵
抗
も
な
く
川
澄
を
含
む

日
本
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
、
人
々
が
洋
算
へ
の
適
応
に
簡
単
に

成
功
し
た
か
に
つ
い
て
不
思
議
に
感
じ
ま

し
た
が
、
和
算
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
、
数

的
教
養
が
下
地
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
と
い

え
そ
う
で
す
。

　
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
一
見
、
旧
時
代

の
産
物
と
し
て
た
だ
切
り
捨
て
ら
れ
た
よ

う
に
見
え
る
、
和
算
の
よ
う
な
文
化
も
、

日
本
が
近
代
を
迎
え
る
う
え
で
、
基
礎
と

し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
の
人
々

が
親
し
ん
だ
和
算
に
思
い
を
は
せ
な
が

ら
、
苦
し
い
数
学
の
課
題
を
こ
な
す
の
も

一
興
で
し
ょ
う
。

（
山
本
）

 ●川澄徳次の肖像

 ●川澄徳次が作った和算の問題
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