
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
伝
来
と
洋
算

　
ア
ラ
ビ
ア
数
字
と
い
う
の
は
、
今
使
っ
て
い
る
算
用
数
字
の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
６
、
７
、
８
、
９
、
０
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
に
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
入
っ
て
来
た
の
は
封
建
社
会
が
没
落
し
た
幕
末
か
ら
明
治
の
こ
と
で
あ
る
。
数
字
だ
け
が
輸
入
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
使
っ
た
計
算
法
（
和
算

に
対
し
て
洋
算
と
言
っ
た
）
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、
数
字
も
一
緒
に
導
入
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
は
計
算
と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
ソ
ロ
バ
ン

に
頼
っ
て
い
た
。

1

一
八
五
七
年
　
「
西
算
速
知
」
　
福
田
理
軒
（
一
八
一
四
〜
一
八
八
九
大
坂
出
身
）

「
当
今
国
家

ぶ

い

武
威
を

し
ん
よ
う

震
燿
し

た
い
か
ん

大
艦
を

つ
く造

り
き
ょ
ほ
う

巨
砲
を

せ
い製

し
ぼ
う
ぎ
ょ

防
禦
の

じ
つ実

を
せ
ん
む

専
務
と
す
る
時
に
於
い
て
は
、
数
理
に
熟
せ
ざ
れ
ば
、

そ
の其
こ
う功

を
う得

べ
か
ら
ず
。
…
…
筆
算
は

だ
ん
じ
ゅ

弾
珠

あ
る
ひ

或
は

う
ん
ち
ょ
う

運
籌
等
々
に
よ
ら
ず
、
紙
上
に
筆
記
し
て

そ
の其

数
を
求
る
術
に
し
て
…
…
　
時
日
を
費
や
さ
ず
一
日
に
し
て
会
得
し
、
一
筆

は
ん
ち
ょ

半
楮
を
以
っ
て
自
在
に
用

便
す
る
法
な
れ
ば
、
…
…

こ
う
ろ

行
路
の
間
、
航
海
の
上
、

ぐ
ん
じ
ん

軍
陣
の
前
、
或
は
馬
上

よ
ち
ゅ
う

與
中
に
あ
り
て
も
、
器
具
を
用
い
ず
胸
中
に
其
要
を
得
る
こ
と
他
術
の

お
よ及

ぶ
所
に
あ

ら
ず
。」

理
軒
は
大
坂
出
身
な
の
で
関
西
弁
で
訳
す
と
「
き
ょ
う
日
、
お
国
の
武
力
を
ふ
る
い
お
こ
し
て
、
ゴ
ッ
ツ
イ
船
や
大
砲
を
作
っ
て
、
お
国
を
守
ら
な
あ
か
ん
、
ほ
な

い
な
時
や
か
ら
、
数
学
く
ら
い
で
き
な
、
全
然
話
に
な
ら
し
ま
へ
ん
。（
中
略
）
　
筆
算
ち
ゅ
う
ん
は
ソ
ロ
バ
ン
と
か
計
算
棒
み
た
い
な
も
ん
使
わ
ん
と
、
紙
に
書
く
だ

け
で
よ
ろ
し
お
ま
っ
さ
か
い
、（
中
略
）
時
間
か
け
へ
ん
か
て
、
た
っ
た
一
日
で
覚
わ
る
し
、
筆
一
本
、
紙
一
枚
あ
っ
た
ら
よ
ろ
し
お
ま
す
。
自
由
に
計
算
で
き
る
方
法

や
さ
か
い
、（
中
略
）
歩
い
と
る
時
で
も
、
船
に
乗
っ
と
っ
て
も
、
軍
営
の
中
で
も
、
ほ
い
か
ら
、
馬
に
乗
っ
と
っ
て
も
、
籠
の
中
で
も
、
道
具
を
使
わ
ん
と
出
来
る
術

で
お
ま
す
。
こ
り
ゃ
外
の
方
法
は
か
な
い
し
ま
へ
ん
。」

こ
れ
を
読
む
と
、
わ
が
国
が
ど
ん
な
態
度
で
洋
算
を
受
け
入
れ
た
か
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
福
田
理
軒
は
、
オ
ー
バ
ー
に
書
き
過
ぎ
て
い
る
。

い
く
ら
な
ん
で
も
馬
に
乗
っ
た
り
、
籠
の
中
で
は
計
算
出
来
る
は
ず
が
な
い
。
彼
も
計
算
法
は
西
洋
式
、
数
字
は
漢
数
字
と
い
う
チ
ャ
ン
ポ
ン
だ
っ
た
。

2

一
八
五
七
年
　
「
洋
算
用
法
」
梁
河

し
ゅ
ん
さ
ん

春
三
（
一
八
三
二
〜
一
八
七
〇
名
古
屋
出
身
）

前
述
の
「
西
算
速
知
」
と
同
じ
年
に
で
て
い
る
、
本
格
的
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
を
使
っ
た
計
算
法
を
伝
え
た
の
は
こ
の
本
が
初
め
て
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
約
十
年
前
、

下
田
条
約
が
調
印
さ
れ
た
年
で
あ
る
。

1



　
計算の方法としては今と変わらな

いが、記入法に違いがある。240÷

3を 3÷ 240と書いているのは和

算のなごりと思われる。ほかは当

時の西洋のやり方をそのまま導入

しるようである。

3

一
八
七
二
年
　
学
制

は
ん
ぷ

頒
布

「
洋
算
御
主
張
の
儀
洋
々
と

あ
い
き
こ

相
聞
へ
、
世
間
も

ま
た亦

洋
算
を

そ
ん
す
う

尊
崇
す
る
」

こ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ロ
バ
ン
が
教
育
の
中
で
廃
止
に
な
る
。
当
時
の
政
府
は
西
洋
に
追
い
付
く
事
に
必
死
で
あ
っ
た
。
し
か
し
急
激
な
変
化
は
さ
す
が
に
無
理
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
そ
の
す
ぐ
翌
年
、
つ
ま
り
、
一
八
七
三
年
に
は
ま
た
ソ
ロ
バ
ン
を
教
育
に
復
活
さ
せ
て
い
る
。
遠
藤
利
貞
の
「
大
日
本
数
学
史
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
あ
る
。

「
先
に

が
く
れ
い

学
令

し
ゅ
ざ
ん

珠
算
を
廃
せ
り
、

し
か然

れ
ど
も
当
時
小
学
校
教
員

は
な
は

甚
だ

す
く
な

少
し
、

た
だ唯
す
く
な

少
き
の
み
な
ら
ず
、
教
員
も
ま
た
洋
算
を
し
ら
ざ
る
も
の
多
し
、
令

い出
で
て

し
こ
う

而
し

て
お
こ
な

行
ふ

あ
た能

は
ず
、

ひ
っ
き
ょ
う

畢
竟
こ
れ
学
令
実
施
に
適
せ
ざ
る
が

ゆ
え故

な
り
、
本
年
（
明
治
六
年
）
五
月
更
に
学
令
を
廃
し
、
筆
算
珠
算
を

へ
い
よ
う

併
用
せ
し
む
」

「
先
ほ
ど
、
学
令
に
よ
っ
て
ソ
ロ
バ
ン
を
廃
止
し
た
。
し
か
し
現
在
、
小
学
校
教
員
は
非
常
に
少
な
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
そ
の
教
員
も
洋
算
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。

学
令
は
施
行
さ
れ
た
が
、
実
施
不
可
能
で
あ
る
。
本
年
（
明
治
六
年
）
五
月
よ
り
学
令
を
廃
止
し
て
、
筆
算
と
ソ
ロ
バ
ン
を
併
用
さ
せ
る
。」
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日
本
の
数
学
１
０
０
年
史
編
集
委
員
会
『
日
本
の
数
学
１
０
０
年
史
上
」（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
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