
第
一
章
 
墨
経
に
於
け
る
「
端
」
 
の
概
念
に
就
て
（
承
前
）
 
 

（
3
）
 
無
限
分
割
の
否
定
 
 
 

前
節
で
見
た
や
う
に
『
墨
経
』
中
の
「
端
」
 
の
概
念
は
様
々
に
捉
へ
 
 

ら
れ
て
を
り
、
あ
た
か
も
解
説
者
の
数
だ
け
解
釈
が
存
在
す
る
か
の
や
 
 

う
な
観
を
呈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
解
釈
の
混
乱
を
個
々
の
 
 

解
説
者
の
盗
意
や
資
料
の
不
備
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
は
悉
く
誤
り
で
あ
 
 

る
。
ま
た
、
さ
う
し
た
資
料
の
不
足
を
時
代
精
神
や
社
会
状
況
の
分
析
 
 

に
よ
つ
て
安
易
に
補
は
う
と
す
る
態
度
も
厳
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
我
々
に
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
如
何
に
錯
簡
に
満
ち
て
ゐ
る
に
 
 

も
せ
よ
、
第
一
次
資
料
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
つ
て
、
テ
ク
ス
 
 

ト
と
直
接
に
は
無
関
係
な
社
会
的
、
経
済
的
、
も
し
く
ほ
心
理
的
状
況
 
 

の
考
察
を
以
て
テ
ク
ス
ト
の
解
読
に
替
へ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
 
 

云
ふ
ま
で
も
な
い
。
さ
う
し
た
考
察
は
テ
ク
ス
ト
の
解
読
の
後
に
行
は
 
 

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
を
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
混
入
せ
し
 
 

ア
ト
ミ
ズ
ム
の
東
西
（
二
）
 
 

－
 
古
代
中
国
に
原
子
論
は
存
在
し
た
か
 
 

め
る
な
ら
ば
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
を
あ
ら
ぬ
姿
に
変
へ
て
し
ま
ふ
憤
れ
 
 

が
あ
る
。
我
々
が
方
法
論
上
採
る
べ
き
途
は
、
末
木
剛
博
氏
が
「
純
粋
 
 

（
3
7
）
 
 

｝
 

内
部
分
あ
る
い
は
「
純
粋
原
典
主
義
」
と
命
名
し
て
ゐ
る
も
の
に
 
 

他
な
ら
な
い
。
 
 

（
3
8
）
 
 
王
謙
説
の
直
接
の
根
拠
と
な
つ
た
「
経
下
」
6
0
お
よ
び
そ
の
「
経
説
」
 
 

が
原
子
論
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
そ
の
も
の
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
そ
 
 

の
主
張
す
る
と
こ
ろ
が
無
限
分
割
の
否
定
に
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
 
 

い
で
あ
ら
う
。
で
は
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
無
限
分
割
と
は
具
体
 
 

的
に
は
何
な
の
で
あ
ら
う
か
。
前
節
で
見
た
や
う
な
「
端
」
の
概
念
を
 
 

め
ぐ
る
解
釈
の
混
乱
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
先
づ
こ
の
問
題
に
応
へ
 
 

て
お
か
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
。
 
 
 

こ
の
箇
所
が
『
荘
子
』
天
下
篇
に
弁
者
（
公
孫
竜
）
の
説
と
し
て
記
さ
 
 

れ
て
ゐ
る
「
克
之
樺
、
日
取
其
牛
、
萬
世
不
鴻
『
（
元
の
杖
も
毎
 
 

日
そ
の
半
分
づ
つ
を
取
っ
て
い
け
ば
、
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。
）
 
 

と
い
ふ
主
張
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
こ
と
は
、
フ
ォ
ル
ケ
を
除
く
大
多
 
 

山
 
口
 
恵
 
三
 
 41   



（
4
0
）
 
数
の
注
釈
家
が
認
め
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
正
し
 
 

い
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
『
荘
子
』
天
下
篇
に
言
及
す
る
際
、
従
来
の
研
 
 

究
で
は
重
要
な
点
が
見
落
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
に
想
は
れ
る
。
公
孫
竜
の
 
 

説
は
「
永
遠
」
と
い
ふ
形
而
上
学
的
問
題
に
重
点
が
置
か
れ
て
ゐ
る
の
 
 

に
対
し
て
墨
家
に
於
て
は
「
分
割
」
と
い
ふ
数
学
的
視
点
に
関
心
が
移
 
 

っ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
事
柄
が
、
こ
こ
で
検
討
に
値
す
る
訳
で
は
 
 

な
い
。
さ
う
し
た
議
論
以
前
の
問
題
が
等
閑
に
付
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
 
 

な
か
ら
う
か
。
公
孫
竜
の
説
が
無
限
二
分
割
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
 
 

る
が
、
そ
の
無
限
二
分
劃
さ
れ
る
当
の
対
象
は
あ
く
ま
で
「
一
尺
之
櫻
」
 
 

な
の
で
あ
つ
て
抽
象
的
な
線
分
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
が
何
に
も
 
 

ま
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
一
尺
之
樺
」
 
の
無
限
二
分
割
と
い
ふ
事
態
か
ら
、
我
々
が
直
ち
に
 
 

「
線
分
」
の
無
限
二
分
割
を
連
想
し
得
る
の
は
、
意
識
す
る
と
否
と
に
 
 

か
か
は
ら
ず
、
現
代
人
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
を
経
由
し
て
ゐ
る
か
ら
な
の
 
 

で
あ
つ
て
、
そ
の
や
う
な
現
代
的
尺
度
か
ら
の
読
込
み
ほ
過
剰
解
釈
で
 
 

へ
4
1
）
 
 

あ
ら
う
。
「
経
説
上
」
2
に
現
れ
る
「
尺
之
端
也
」
 
の
「
尺
」
が
線
分
 
 

（
4
2
）
 
 

で
あ
り
「
端
」
が
点
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
行
は
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
 
 

が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
点
お
よ
び
線
の
定
義
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
 
 

る
こ
と
は
明
白
で
あ
ら
う
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
第
一
定
義
、
H
芸
m
へ
㌢
 
 

㌻
さ
㌔
か
乳
貫
：
む
苧
（
点
と
は
部
分
を
有
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
）
 
 

第
二
定
義
ご
盲
ぎ
ふ
監
苓
言
責
計
ざ
舟
 
（
線
と
は
幅
の
な
い
 
 

（
4
3
）
 
 

長
さ
で
あ
る
。
）
が
高
度
の
抽
象
性
を
帯
び
た
概
念
規
定
で
あ
る
の
に
比
 
 

し
て
「
経
説
上
」
2
の
「
尺
」
と
「
端
」
と
ほ
「
経
上
」
2
「
礎
、
分
 
 

（
4
4
）
 
 

後
者
を
必
要
条
件
と
断
定
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

於
乗
也
。
」
の
単
な
る
例
示
と
し
て
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
 
 

を
幾
何
学
上
の
概
念
と
捉
へ
得
る
か
に
は
疑
念
が
残
る
。
画
み
に
、
フ
 
 

（
4
5
）
 
 

ォ
ル
ケ
は
「
経
上
」
2
を
社
会
と
個
人
と
の
関
係
と
解
釈
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

勿
論
、
こ
の
「
経
上
」
2
が
、
「
経
説
上
」
1
「
小
故
、
有
之
不
必
 
 

然
、
無
之
必
不
然
。
健
也
。
若
有
端
。
大
故
、
有
之
必
然
。
若
見
之
成
 
 

（
4
6
）
 
 

見
也
。
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
高
田
淳
氏
が
指
摘
し
て
ゐ
 
 

る
と
ほ
り
で
あ
響
な
ほ
、
高
田
氏
は
「
大
故
」
と
「
小
故
」
と
を
大
 
 

小
関
係
と
解
し
て
ゐ
る
が
、
末
木
剛
博
氏
は
前
者
を
必
要
・
十
分
条
件
、
 
 

（
鳩
）
 
 

「
経
下
」
6
0
に
見
ら
れ
る
無
限
分
割
の
否
定
は
、
そ
れ
が
否
定
で
あ
 
 

る
限
り
に
於
て
、
他
な
ら
ぬ
当
の
無
限
分
割
論
の
制
約
下
に
あ
る
も
の
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
史
的
な
必
然
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
論
理
的
必
然
 
 

と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
於
け
る
祭
茎
宰
 
 

（
4
9
）
 
（
不
可
分
な
も
の
）
と
い
ふ
概
念
と
共
通
し
て
を
り
、
王
謙
説
の
如
く
 
 

「
端
」
を
原
子
と
捉
へ
る
こ
と
も
強
ち
無
意
味
と
ま
で
は
云
ひ
切
れ
な
 
 

い
が
、
そ
れ
を
以
て
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
と
同
質
の
も
の
と
断
ず
 
 

る
こ
と
は
勿
論
出
来
な
い
。
こ
こ
で
明
か
な
の
は
、
無
限
分
割
の
否
定
 
 

が
無
限
分
割
論
の
存
在
を
前
提
す
る
と
い
ふ
自
明
の
事
で
し
か
な
い
の
 
 

で
あ
る
。
公
孫
竜
の
説
は
、
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
（
N
札
で
e
モ
か
望
巧
守
へ
臥
へ
）
 
 

〈
紬
）
 
 

の
無
限
分
割
論
と
比
較
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
誤
り
で
は
 
 

な
い
が
、
そ
の
説
が
、
少
く
と
も
墨
家
に
受
取
ら
れ
た
限
り
で
は
、
抽
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象
化
さ
れ
た
思
弁
で
も
純
粋
に
幾
何
学
的
な
思
考
で
も
な
く
、
あ
く
ま
 
 

で
も
具
体
的
な
物
体
の
分
割
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
こ
そ
問
題
の
鍵
が
隠
 
 

（
5
1
）
 
 

さ
れ
て
ゐ
る
。
前
節
で
見
た
や
う
に
、
渾
戒
甫
は
「
経
下
」
6
0
を
現
代
 
 

語
に
訳
す
る
に
際
し
て
、
原
文
に
は
な
い
 
「
木
片
」
と
い
ふ
言
葉
を
補
 
 

（
5
2
）
 
 

っ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
や
う
な
理
由
か
ら
 
 

も
明
か
で
あ
る
。
「
端
」
概
念
の
解
明
に
と
つ
て
重
要
な
こ
と
は
、
そ
 
 

れ
が
単
に
無
限
分
割
論
の
反
措
定
で
あ
る
と
い
ふ
の
み
な
ら
ず
、
同
時
 
 

（
5
3
｝
 
 

に
具
体
的
な
物
体
の
無
限
分
割
否
定
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
つ
 
 

ま
り
こ
の
概
念
は
、
物
体
の
「
無
限
分
割
の
」
否
定
で
あ
る
点
に
於
て
 
 

一
幾
何
学
的
で
あ
り
、
「
物
体
の
」
無
限
分
割
の
否
定
で
あ
る
点
に
於
て
 
 

自
然
学
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
「
端
」
の
概
念
は
 
 

か
か
る
二
面
性
に
於
て
捉
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
こ
の
点
を
考
 
 

へ
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

（
4
）
 
「
端
」
概
念
の
二
面
性
 
 
 

以
上
で
「
端
」
の
概
念
が
幾
何
学
的
側
面
と
自
然
学
的
側
面
を
併
せ
 
 

持
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
何
程
か
示
唆
さ
れ
た
か
と
想
ふ
が
、
 
 

従
来
こ
の
「
端
」
の
二
面
性
が
全
く
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
訳
で
は
な
 
 

い
。
こ
れ
に
或
る
程
度
気
付
い
て
ゐ
た
の
は
フ
ォ
ル
ケ
で
あ
つ
た
と
想
 
 

は
れ
る
。
勿
論
、
フ
ォ
ル
ケ
が
「
端
」
を
幾
何
学
的
点
と
結
論
し
て
ゐ
 
 

る
こ
と
は
既
に
見
た
と
は
り
で
あ
る
が
、
「
経
下
」
6
0
に
直
接
言
及
し
 
 

て
ゐ
る
次
の
や
う
な
箇
所
に
は
、
フ
ォ
ル
ケ
自
身
の
困
惑
が
透
見
出
来
 
 

る
や
う
に
想
は
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

空
n
e
 
S
p
i
t
諾
O
d
e
r
 
e
i
n
 
P
u
n
k
t
 
i
s
t
 
f
守
u
n
s
 
d
i
e
 
k
－
e
i
n
s
t
e
 
 
 

F
－
賢
h
e
．
E
i
n
 
P
u
n
k
t
－
匹
誉
s
i
c
h
 
n
i
c
h
t
 
m
e
h
r
 
h
巴
b
i
e
r
e
n
 
O
d
e
r
 
 
 

z
e
r
t
e
i
－
e
n
．
A
u
∽
d
①
m
 
u
n
N
馬
t
乳
－
b
 

B
e
g
r
i
f
f
d
e
s
A
t
O
m
S
e
n
t
W
i
c
k
e
－
t
．
エ
u
i
・
t
S
e
 
h
a
t
 
d
i
e
s
e
n
B
e
r
i
f
f
 
 
 

仁
n
d
 
n
e
n
n
t
 
i
h
コ
d
a
∽
u
n
e
n
d
F
e
h
 
K
訂
i
n
e
 
O
d
¢
r
 
d
i
e
 
k
－
①
i
n
e
 
E
i
苧
 
 
 

h
e
i
t
．
A
b
e
r
 
s
e
i
n
e
 
A
t
O
m
e
 
h
a
b
彗
二
旨
e
r
h
a
u
p
t
 
k
e
i
n
e
ロ
I
n
h
a
－
t
 
 
 

m
各
r
u
n
d
s
i
n
d
m
a
t
h
e
m
a
t
i
s
c
h
e
P
u
n
k
t
m
．
5
。
〉
 
 

（
「
先
端
」
も
し
く
は
「
点
」
な
る
も
の
は
極
微
の
大
き
さ
と
い
ふ
こ
 
 

と
で
あ
る
。
点
は
、
も
は
や
二
分
す
る
こ
と
も
細
分
す
る
こ
と
も
出
来
 
 

な
い
。
か
か
る
分
割
不
可
能
な
点
と
い
ふ
考
へ
か
ら
原
子
の
概
念
が
展
 
 

開
す
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
概
念
を
有
し
て
ゐ
た
の
は
恵
子
（
恵
子
 
 

は
意
施
の
尊
称
。
訳
者
註
。
）
 
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
限
に
小
さ
い
も
の
 
 

（
「
至
小
」
 
の
こ
と
。
訳
者
註
。
）
あ
る
い
は
極
微
の
統
一
体
（
「
小
こ
 
 

の
こ
と
。
訳
者
註
。
）
と
名
付
け
て
ゐ
る
。
尤
も
、
恵
子
の
云
ふ
原
子
に
 
 

は
概
ね
そ
れ
以
上
の
内
容
は
無
く
、
数
学
的
点
で
し
か
な
い
。
）
 
 

奇
妙
な
こ
と
に
フ
ォ
ル
ケ
は
『
荘
子
』
天
下
篇
に
言
及
し
な
が
ら
、
 
 

公
孫
竜
の
説
に
は
触
れ
ず
恵
施
の
説
を
紹
介
し
、
こ
れ
を
「
経
下
」
6
0
 
 

へ
詰
）
 
 

の
源
泉
と
し
て
扱
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
箇
所
の
原
文
は
、
「
至
大
無
外
謂
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（
5
6
）
 
 

之
大
一
、
至
小
無
内
謂
之
小
こ
 
（
無
限
に
大
き
い
も
の
は
、
そ
れ
に
 
 

含
ま
れ
な
い
も
の
が
な
い
の
で
、
大
い
な
る
一
者
と
呼
び
、
無
限
に
小
 
 

さ
い
も
の
は
、
そ
れ
が
含
む
も
の
が
な
い
の
で
小
な
る
一
者
と
呼
ぶ
。
）
 
 

で
あ
る
が
、
フ
ォ
ル
ケ
は
こ
の
後
半
部
の
み
を
引
用
し
て
「
経
下
」
6
0
 
 

と
関
連
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
が
無
限
大
と
無
限
小
と
い
ふ
対
 
 

概
念
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
ば
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
箇
所
だ
け
 
 

を
引
用
す
る
根
拠
は
些
か
薄
弱
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
 
 

に
存
る
の
は
、
フ
ォ
ル
ケ
自
身
認
め
て
ゐ
る
や
う
に
数
学
的
な
無
限
小
 
 

の
概
念
で
あ
つ
て
、
「
経
下
」
6
0
に
見
ら
れ
る
「
分
割
」
と
い
ふ
契
機
 
 

は
皆
無
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
は
、
末
木
剛
博
氏
は
、
前
半
部
を
現
代
数
 
 

（
5
7
）
 
 

学
で
い
ふ
真
無
限
の
概
念
の
素
朴
な
表
現
で
あ
る
と
解
釈
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

こ
の
や
う
に
フ
ォ
ル
ケ
の
引
用
に
は
、
や
や
不
適
切
な
面
が
あ
る
が
、
 
 

「
端
」
概
念
の
二
面
性
を
指
示
し
得
た
と
い
ふ
意
味
で
ほ
極
め
て
貴
重
 
 

な
言
及
で
あ
る
。
た
だ
、
フ
ォ
ル
ケ
ほ
「
経
下
」
6
0
の
源
泉
と
し
て
性
 
 

急
に
も
恵
施
の
無
限
小
の
概
念
を
挙
げ
、
公
孫
竜
の
説
を
顧
み
な
か
つ
 
 

た
た
め
に
、
「
経
下
」
6
0
と
そ
の
「
経
説
」
が
、
無
限
分
割
論
の
反
措
 
 

定
と
し
て
現
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
具
体
的
な
物
体
の
分
割
で
あ
 
 

る
こ
と
も
十
分
に
は
理
解
で
き
な
か
つ
た
。
そ
の
た
め
叙
述
の
仕
方
に
 
 

や
や
曖
昧
な
点
が
あ
り
、
出
i
n
e
S
p
i
t
N
の
O
d
e
r
乳
n
P
u
n
k
t
（
「
先
端
」
も
 
 

し
く
は
「
点
」
）
と
い
ふ
表
現
も
フ
ォ
ル
ケ
の
場
合
、
前
者
が
A
t
O
m
で
 
 

後
者
が
幾
何
学
的
点
で
あ
る
、
と
明
言
し
て
ゐ
る
訳
で
は
な
い
。
 
 
 

「
端
」
概
念
の
二
面
性
を
フ
ォ
ル
ケ
よ
り
も
更
に
明
確
に
指
摘
し
た
 
 

の
は
方
孝
博
氏
で
あ
つ
た
。
万
民
は
、
「
端
」
概
念
を
「
経
上
」
6
1
と
 
 

そ
の
「
経
説
」
に
就
て
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。
 
 

「
端
」
に
は
異
っ
た
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
（
一
）
幾
 
 

l
、
何
学
で
云
ふ
「
点
」
に
相
当
す
る
も
の
、
そ
し
て
（
二
）
或
る
物
体
の
 
 
 

最
先
端
も
し
く
は
一
本
の
線
の
両
端
、
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
意
味
 
 

へ
5
8
）
 
 
 

す
る
と
こ
ろ
は
異
っ
て
ゐ
る
が
、
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
ゐ
る
。
 
 

万
民
の
場
合
も
全
く
曖
昧
な
点
が
な
く
な
つ
た
訳
で
は
な
い
が
、
フ
 
 

ォ
ル
ケ
が
気
付
き
か
け
て
ゐ
た
問
題
が
、
か
な
り
整
理
さ
れ
て
ゐ
る
と
 
 

去
っ
て
よ
か
ら
う
。
だ
が
、
万
民
が
「
端
」
の
二
面
性
を
認
め
て
ゐ
る
 
 

の
は
「
経
上
」
6
1
に
関
し
て
だ
け
で
あ
つ
て
、
「
経
下
」
6
0
と
そ
の
「
経
 
 

説
」
に
就
て
は
、
「
端
」
を
幾
何
学
的
で
あ
る
と
明
言
し
て
ゐ
る
。
 
 

「
端
」
と
は
幾
何
学
的
点
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
第
十
 
 
 

条
（
「
経
上
」
6
1
に
就
て
述
べ
た
箇
所
。
訳
者
註
。
）
 
で
す
で
に
「
端
」
 
 
 

の
定
義
に
就
て
ほ
論
述
し
た
が
、
点
は
図
形
を
構
成
す
る
最
も
基
本
 
 
 

的
な
要
素
で
あ
る
た
め
に
、
更
に
一
歩
進
ん
だ
厳
密
な
考
察
を
侯
っ
 
 
 

て
始
め
て
、
本
当
に
正
確
な
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
 
 
 

十
条
で
は
そ
れ
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
つ
た
の
で
、
こ
の
第
十
九
条
 
 
 

（
「
経
下
」
6
0
を
指
す
。
訳
者
註
。
）
 
で
ま
た
別
の
角
度
か
ら
「
点
」
 
 

（
5
9
）
 
 
 

の
本
質
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
や
う
に
万
民
は
「
経
下
」
6
0
に
於
て
は
、
曖
昧
で
あ
つ
た
幾
何
 
 

学
的
点
の
概
念
が
明
確
に
さ
れ
た
と
考
へ
、
そ
れ
が
純
粋
に
数
学
的
な
 
 

概
念
で
あ
る
以
上
こ
れ
を
「
『
原
子
』
と
考
へ
る
こ
と
に
は
些
か
無
理
が
 
 

へ
印
）
 
 

あ
る
」
と
し
て
王
謙
氏
等
の
説
を
暗
に
批
判
し
て
ゐ
る
。
「
端
」
を
結
 
 

局
の
と
こ
ろ
幾
何
学
的
点
と
結
論
し
た
と
い
ふ
点
で
は
、
万
民
も
フ
ォ
 
 

ル
ケ
の
轍
を
踏
ん
だ
も
の
と
云
へ
よ
う
。
 
 
 

こ
の
や
う
に
従
来
の
研
究
が
ア
ポ
リ
ア
に
陥
つ
て
ゐ
た
の
は
、
「
端
」
 
 

を
幾
何
学
的
点
か
自
然
学
的
ア
ト
ム
か
の
執
れ
か
に
決
定
せ
ず
ん
ば
止
 
 

ま
ず
と
す
る
近
代
的
な
先
入
観
に
因
る
も
の
で
あ
つ
た
と
云
は
ね
ば
な
 
 

ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
や
う
に
 
「
端
」
そ
の
も
の
が
両
方
の
要
 
 

素
を
具
へ
て
ゐ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
或
る
者
は
 
 

幾
何
学
的
点
と
し
て
の
、
ま
た
或
る
者
は
自
然
学
的
ア
ト
ム
と
し
て
の
 
 

要
素
を
強
調
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
見
方
は
、
古
代
人
と
近
 
 

代
人
と
の
距
離
を
忘
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
述
べ
た
 
 

や
う
に
古
代
中
国
の
戦
国
末
期
の
思
想
集
団
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
『
原
 
 

論
』
 
（
H
3
へ
駕
紆
．
内
訂
箋
岩
蔓
ざ
）
 
に
匹
敵
し
得
る
思
惟
体
系
を
有
し
て
 
 

ゐ
な
か
つ
た
と
い
ふ
単
純
な
事
実
を
見
落
し
て
ゐ
る
。
「
端
」
概
念
の
 
 

か
か
る
二
面
性
を
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
圏
に
索
め
る
な
ら
ば
、
初
期
ピ
エ
 
 

タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
「
こ
 
の
二
面
性
と
の
類
縁
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
 
 

（
朗
）
 
 

来
る
。
そ
れ
に
就
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
証
言
が
あ
る
が
、
彼
等
が
 
 

（
6
2
）
 
 

万
物
の
根
拠
と
考
へ
た
「
数
」
は
抽
象
化
を
経
た
数
、
す
な
は
ち
ア
リ
 
 

ス
ト
テ
レ
ス
が
「
数
学
的
数
」
邑
首
ぎ
オ
ぎ
怠
簑
し
く
は
 
 

「
数
論
的
数
」
官
署
登
長
ざ
晋
㌔
ど
名
付
け
た
も
の
で
は
な
く
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 

（
砧
）
 
 

空
間
的
な
大
き
さ
の
観
念
を
脱
し
て
ゐ
な
い
ア
ト
ム
的
な
「
数
」
で
あ
 
 

（
鎚
）
 
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
を
「
物
体
的
数
」
q
e
盲
T
へ
酌
訂
ざ
雷
獣
6
7
〉
 
 

と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
『
墨
経
』
に
於
け
る
「
端
」
 
の
概
念
と
殆
ど
同
 
 

じ
も
の
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
 
 
 

初
期
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
か
か
る
数
観
念
を
鈴
木
照
雄
氏
は
「
数
 
 

学
酌
な
も
の
へ
の
自
然
哲
学
的
な
も
の
の
混
入
、
自
然
哲
学
的
な
も
の
 
 

（
6
7
）
 
 

に
よ
る
数
学
的
な
も
の
の
混
濁
化
」
と
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
 
 

『
墨
経
』
に
於
け
る
「
端
」
 
の
概
念
に
も
妥
当
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
尤
も
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
初
期
ピ
エ
 
 

タ
ゴ
ラ
ス
学
派
と
後
期
墨
家
思
想
集
団
と
い
ふ
二
つ
の
学
団
の
共
通
性
 
 

は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
点
に
就
て
だ
け
な
の
で
あ
つ
て
、
古
代
に
於
け
 
 

る
観
念
の
未
分
化
と
い
ふ
現
象
に
於
け
る
共
通
性
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
 
 

と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
そ
も
そ
 
 

も
初
期
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
「
数
的
こ
は
ミ
レ
ト
ス
学
派
に
象
徴
 
 

さ
れ
る
万
物
の
「
姶
源
」
計
鼓
へ
の
問
ひ
と
不
可
分
の
も
の
だ
か
ら
で
 
 
諒
 

）
 
あ
る
。
か
か
る
ア
ル
ケ
ー
へ
の
問
ひ
に
於
て
ギ
リ
シ
ア
的
思
惟
方
法
が
 
 

他
の
文
化
圏
の
思
想
に
は
見
ら
れ
な
い
特
長
を
有
し
得
た
こ
と
を
明
確
 
 

（
6
9
）
 
 

に
示
し
た
の
は
、
や
は
り
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
つ
た
ら
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
 
 

（
乃
）
 
 

「
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
を
中
国
人
の
間
に
立
た
せ
る
」
や
う
な
価
値
の
相
対
 
 

化
に
対
し
て
鋭
い
警
告
を
発
し
て
ゐ
る
。
『
墨
経
』
に
於
て
も
「
端
」
 
 

は
す
で
に
冒
頭
に
置
か
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
、
と
云
は
れ
る
か
も
知
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れ
な
い
。
確
か
に
現
存
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
端
」
は
「
経
説
」
上
1
に
 
 

現
れ
て
は
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
特
殊
な
意
味
を
見
出
し
得
る
か
．
と
い
 
 

（
れ
）
 
 

ふ
点
に
就
て
は
、
高
田
淳
氏
も
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
ゐ
る
。
墨
家
に
 
 

高
度
な
数
理
的
思
考
が
存
し
た
こ
と
は
疑
ひ
も
な
い
が
、
そ
れ
が
始
源
 
 

へ
の
「
問
ひ
」
と
直
結
し
な
か
つ
た
と
こ
ろ
に
ピ
エ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
と
 
 

の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
我
々
は
安
易
に
 
「
ピ
エ
タ
ゴ
ラ
ス
を
中
国
 
 

人
の
間
に
立
た
せ
」
 
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

（
5
）
 
結
論
 
 
 

「
経
下
」
6
0
と
そ
の
「
経
説
」
が
、
今
ま
で
見
て
来
た
や
う
な
も
の
 
 

で
あ
れ
ば
、
我
々
は
方
孝
博
氏
と
は
全
く
別
の
理
由
か
ら
、
「
端
」
を
 
 

レ
ウ
キ
ッ
ボ
ス
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
主
張
し
た
や
う
な
意
味
で
の
原
子
 
 

で
あ
る
等
と
云
へ
な
い
こ
と
ほ
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
す
で
 
 

に
触
れ
た
や
う
に
「
経
上
」
3
9
、
4
0
に
は
時
空
の
観
念
が
現
れ
て
ゐ
る
 
 

（
7
2
）
 
 

が
、
そ
れ
ら
は
「
経
下
」
6
0
と
内
的
関
連
を
有
し
て
ゐ
る
と
は
認
め
難
 
 

い
も
の
で
あ
つ
た
。
『
墨
経
』
に
於
け
る
「
端
」
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
ア
 
 

（
7
3
）
 
 

ト
ミ
ズ
ム
に
と
つ
て
重
要
で
あ
つ
た
物
体
の
運
動
も
生
成
や
消
滅
の
問
 
 

（
7
4
）
 
 

題
も
内
包
し
て
ゐ
な
い
の
は
こ
こ
に
理
由
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ト
 
 

（
7
5
）
 
ミ
ズ
ム
に
於
て
は
、
「
原
子
」
は
単
に
軒
Q
琶
で
q
か
、
邑
等
と
い
ふ
原
 
 

義
ど
ほ
り
の
呼
称
の
他
に
、
そ
の
内
包
す
る
意
味
の
多
様
性
に
応
じ
て
 
 

（
7
6
）
 
莞
萱
㌢
（
空
虚
）
の
対
概
念
と
し
て
の
㌻
已
計
只
（
充
実
せ
る
も
の
）
 
 

と
か
、
あ
る
い
は
↓
㌻
呂
駕
貯
（
要
素
『
－
と
か
㌫
q
軋
盲
「
叉
様
々
 
 

（
閃
）
 
 

の
形
態
）
と
か
種
々
使
ひ
分
け
ら
れ
た
の
に
比
し
て
、
「
端
」
の
概
念
 
 

は
他
の
語
に
よ
つ
て
云
ひ
替
へ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
更
に
は
、
 
 

「
不
可
分
な
も
の
」
と
い
ふ
語
に
し
て
も
レ
ウ
キ
ッ
ボ
ス
や
デ
モ
ク
リ
 
 

ト
ス
に
於
て
は
、
中
性
形
の
3
ノ
軒
茎
Q
て
と
女
性
形
の
㌣
野
長
男
と
 
 

豊
心
味
の
差
異
が
指
摘
さ
れ
て
を
攣
さ
う
し
た
意
味
の
細
分
化
も
 
 

『
墨
経
』
 
の
与
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
つ
た
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
後
継
者
ル
 
 

ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
至
っ
て
は
、
韻
律
そ
の
他
の
理
由
が
あ
る
と
ほ
い
へ
 
 

「
原
子
」
を
示
す
語
は
、
m
a
t
e
r
i
e
s
（
素
材
）
、
p
r
i
m
O
r
d
i
a
（
初
原
）
、
 
 

g
e
n
i
t
a
－
i
a
c
O
r
p
O
r
a
（
産
休
）
、
s
e
m
i
n
a
（
種
子
）
、
巴
①
m
昌
t
a
（
要
素
）
、
 
 

（
8
0
）
 
 

p
r
i
宍
i
p
i
a
（
元
素
）
、
c
O
r
p
O
r
a
（
物
質
）
等
多
種
多
様
で
あ
る
。
勿
論
、
 
 

語
彙
と
概
念
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
語
彙
の
多
寡
が
直
 
 

ち
に
概
念
の
如
何
を
決
定
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
の
一
事
を
以
て
し
 
 

て
も
「
端
」
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
有
し
て
ゐ
た
多
彩
な
思
 
 

弁
や
問
題
意
識
に
比
肩
す
べ
く
も
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ら
う
。
 
 
 

哲
学
史
を
単
純
に
唯
物
論
と
観
念
論
と
の
闘
争
史
観
で
捉
へ
る
者
に
 
 

と
つ
て
は
、
儒
家
に
よ
つ
て
抹
殺
さ
れ
た
墨
家
を
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
 
 

ト
テ
レ
ス
に
よ
つ
て
抹
殺
さ
れ
た
ア
ト
ミ
ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
は
魅
 
 

（
別
）
 
 

力
あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
郭
沫
若
の
や
う
な
異
論
も
あ
る
が
、
 
 

中
国
哲
学
史
に
於
け
る
墨
家
を
総
じ
て
そ
の
意
味
で
肯
定
的
に
捉
へ
た
 
 

代
表
者
は
漏
友
蘭
で
あ
つ
短
そ
れ
に
類
似
し
た
闘
争
史
観
を
西
洋
哲
 
 

（
8
3
）
 
 

学
史
に
於
て
示
し
た
典
型
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
で
あ
つ
た
ら
う
。
尤
 
 

も
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
場
合
に
は
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
唯
物
論
と
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註
 
第
〓
早
（
承
前
）
 
 

（
埜
 
末
木
剛
博
『
西
田
幾
多
郎
－
そ
の
哲
学
体
系
Ⅰ
』
 
（
春
秋
社
、
一
九
八
 
 
 

三
年
）
 
四
頁
。
 
 

爺
）
 
末
木
剛
博
「
西
田
理
解
の
方
法
と
矛
盾
概
念
の
解
釈
」
 
－
 
矛
盾
的
自
 
 
 

己
同
一
の
無
矛
盾
的
理
解
 
－
 
（
『
田
心
想
』
第
七
三
二
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
 
 
 

八
五
年
）
四
十
八
頁
。
 
 

（
華
 
 
「
経
下
」
と
そ
の
「
経
説
」
が
、
時
間
的
に
も
同
時
に
作
成
さ
れ
た
も
 
 
 

の
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
就
て
は
、
高
田
淳
「
墨
経
の
思
想
－
経
下
・
経
説
下
 
 
 

に
つ
い
て
ー
」
 
（
東
京
女
子
大
学
論
集
第
十
五
巻
一
号
、
一
九
六
四
年
）
（
今
 
 
 

後
「
墨
経
（
下
）
」
と
略
記
す
る
。
）
二
衰
参
照
。
、
＼
 
 

（
空
 
 
『
荘
子
』
（
晋
郭
象
注
、
台
湾
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
第
十
巻
二
 
 
 

プ
ラ
ト
ン
の
観
念
論
と
の
総
合
者
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
へ
ら
 
 

へ
8
4
）
 
 

れ
て
を
り
、
蒔
友
蘭
は
ど
単
純
で
は
な
い
が
、
か
か
る
図
式
か
ら
古
代
 
 

ギ
リ
シ
ア
の
ア
ト
ミ
ス
ト
達
に
一
種
の
「
時
代
の
先
駆
者
」
と
し
て
の
 
 

（
8
5
）
 
 

地
位
を
与
へ
る
立
場
が
現
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
や
 
 

う
な
思
想
集
団
を
古
代
中
国
に
認
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
「
端
」
を
 
 

原
子
で
あ
る
と
す
る
主
張
に
連
な
る
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ら
う
し
、
よ
 
 

り
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
こ
に
な
か
つ
た
と
は
云
へ
な
い
で
あ
 
 

う
b
，
つ
。
 
 
 

執
れ
に
せ
よ
、
「
端
」
を
原
子
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
到
底
認
め
ら
 
 

れ
な
い
が
、
す
で
に
見
た
や
う
に
ア
ト
、
、
、
ス
ト
達
よ
り
も
寧
ろ
初
期
ピ
 
 

エ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
と
の
類
縁
が
目
撃
出
来
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 
 
 

方
孝
博
『
墨
経
中
的
数
学
和
物
理
学
』
（
中
国
社
全
科
学
出
版
社
、
一
九
八
三
 
 
 

年
）
 
二
十
七
頁
。
 
 

（
聖
 
 
『
費
微
』
七
十
七
頁
。
 
 

（
撃
 
王
冬
珍
前
掲
書
、
四
五
〇
頁
。
 
 

（
聖
 
 
E
喜
－
．
垣
訂
ヨ
爪
S
叶
き
L
i
b
e
r
I
．
 
 

（
4
4
）
 
 
『
費
微
』
七
十
七
頁
。
 
 

（
聖
 
F
O
r
k
①
．
A
．
．
旨
記
∴
コ
d
e
s
S
O
乳
a
－
e
t
h
i
k
e
r
s
u
n
d
s
e
i
n
e
r
S
c
h
已
e
r
 
 
 

p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
s
c
h
e
W
e
r
k
e
．
K
O
m
m
i
s
s
i
O
n
S
く
e
ユ
a
g
 
d
e
r
く
e
r
e
i
n
－
 
 
 

局
u
n
g
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
≡
i
c
h
e
r
く
e
r
i
e
閃
e
r
｝
B
e
ユ
i
n
●
－
琵
㌘
S
．
き
㌢
 
 

（
空
 
 
『
蓉
微
』
七
十
四
頁
。
 
 

（
聖
 
高
田
淳
「
墨
経
の
思
想
－
経
上
・
経
説
上
に
つ
い
て
ー
」
 
（
学
習
院
大
 
 
 

学
文
学
部
研
究
年
報
1
0
、
一
九
六
四
年
）
 
（
今
後
「
墨
経
（
上
）
」
と
略
記
す
る
。
）
 
 
 

十
一
頁
。
 
 

（
聖
 
末
木
剛
博
『
東
洋
の
合
理
思
想
』
（
講
談
社
、
一
九
七
〇
年
）
二
四
三
頁
。
 
 

（
4
9
）
 
鈴
木
願
雄
「
前
ソ
ク
ラ
テ
ス
期
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
『
不
可
分
 
 
 

な
も
の
』
」
（
『
ギ
リ
シ
ア
思
想
論
致
』
二
玄
社
、
一
九
八
二
年
）
三
頁
参
照
。
 
 

（
5
0
）
 
末
木
、
一
九
七
〇
年
、
二
五
二
頁
。
c
f
．
N
e
e
d
h
a
m
｝
J
こ
i
b
i
d
．
p
．
浩
．
 
 

（
5
1
）
 
高
田
淳
「
墨
経
（
下
）
」
二
十
六
頁
。
 
 

十
三
頁
。
（
今
後
『
荘
子
』
郭
注
と
略
記
す
る
。
）
 
 

（
聖
 
以
下
に
主
要
な
も
の
を
列
挙
す
る
。
 
 

孫
詮
譲
『
墨
子
閑
話
』
 
 

梁
啓
超
『
墨
経
校
繹
』
 
 

李
漁
叔
『
墨
耕
新
注
』
 
 

陳
実
晶
『
墨
料
研
究
』
 
 

王
冬
珍
『
墨
学
新
探
』
 
 （

世
界
書
局
版
、
一
九
七
六
年
）
二
二
九
頁
。
 
 

（
上
海
商
務
院
書
館
、
一
九
二
三
年
）
八
十
六
頁
。
 
 

（
台
湾
商
務
院
書
館
、
一
九
六
九
年
）
一
九
九
頁
。
 
 

（
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
七
八
年
）
一
四
三
頁
。
 
 

（
世
界
書
局
、
一
九
八
一
年
）
四
九
四
頁
。
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（
撃
 
 
『
訳
注
』
三
十
四
頁
。
 
 

（
5
3
）
 
 
『
量
産
』
に
於
け
る
否
定
辞
に
就
て
は
、
G
r
a
h
a
m
，
A
．
C
．
－
ト
已
笥
 
 
 

篭
0
だ
監
卜
O
g
訂
．
内
押
已
c
的
中
芦
乱
 
∽
c
訂
莞
♪
 
C
h
i
n
e
s
e
 
U
n
i
謡
r
S
i
t
y
〉
 
 
 

H
O
n
g
k
O
n
g
こ
彗
0
0
．
p
L
N
ひ
芦
 
 

（
5
4
）
 
F
O
r
k
e
．
A
．
■
①
b
d
．
S
．
畠
㌢
 
 

（
竺
 
F
O
r
k
e
▼
A
．
e
b
d
．
S
．
畠
∽
．
N
r
．
∽
P
 
 

（
撃
 
 
『
荘
子
』
郭
注
、
第
十
巻
二
十
一
頁
。
 
 

（
5
7
）
 
末
木
、
一
九
七
〇
年
、
二
四
八
頁
。
 
 

（
5
8
）
 
方
孝
博
前
掲
書
、
十
一
貫
。
 
 

（
撃
 
方
孝
博
前
掲
書
、
二
十
四
頁
。
 
 

（
6
0
）
 
方
孝
博
前
掲
書
、
二
十
八
頁
。
 
 

（
6
1
）
 
A
r
i
s
t
，
旨
訂
門
．
－
宗
O
 
b
－
㍗
c
f
．
B
u
r
n
e
t
．
J
．
－
昏
品
こ
ぎ
乳
 
 
 

佃
野
恥
訂
恥
骨
す
L
富
戸
p
●
N
0
0
の
－
 
 

（
聖
 
篭
急
．
A
P
謡
∽
b
芦
（
持
b
訂
訂
q
・
声
内
⊇
さ
叱
b
訂
軍
馬
】
 
 
 

ヨ
q
已
内
 
計
「
く
O
r
∽
○
河
「
已
N
訂
「
L
e
r
由
d
．
W
e
i
d
m
a
n
n
s
c
h
e
く
e
r
－
a
叫
S
t
 
 
 

b
u
c
h
h
a
n
d
－
u
n
㌘
－
授
P
今
後
D
只
よ
略
記
し
、
章
篇
番
号
の
み
を
示
す
）
 
 
 

ひ
0
0
B
心
．
 
 

（
6
3
）
 
 
旨
訂
叶
．
M
の
．
岩
苦
b
－
の
．
e
t
c
．
 
 

（
6
4
）
 
 
憲
㌣
M
0
0
．
岩
∞
∽
b
－
P
 
 

（
6
5
）
 
c
『
●
B
u
r
n
e
t
－
J
．
L
b
i
d
．
p
．
N
苫
芦
 
 

（
6
6
）
 
 
竃
町
㌣
N
．
－
○
∽
N
 
b
 
N
N
．
 
 

（
6
7
）
 
鈴
木
前
掲
書
、
九
頁
。
 
 

（
攣
 
鈴
木
前
掲
書
、
六
頁
参
照
。
 
 

（
6
9
）
 
N
i
e
t
N
S
C
㌻
F
．
b
訂
設
計
恥
骨
已
内
ぎ
守
局
許
ぎ
遷
N
乳
邑
腎
 
 
 

計
1
G
ヽ
訂
c
訂
き
G
i
O
r
g
i
O
C
O
－
－
i
u
．
M
a
N
已
n
O
M
O
n
t
i
n
a
r
二
h
r
s
g
．
）
 
 
 

（
7
9
）
 
西
川
亮
『
デ
モ
ク
リ
ト
ス
研
究
』
 
（
理
想
社
、
一
九
七
一
年
）
五
十
八
 
 
 

－
七
十
八
頁
。
 
 

（
8
0
）
 
L
已
C
r
e
t
i
宏
∵
g
三
等
§
：
呂
ぎ
⊇
 
 

（
聖
 
郭
沫
若
著
、
野
原
四
郎
他
訳
『
中
国
古
代
の
思
想
家
た
ち
』
上
（
岩
波
 
 
 

書
店
、
一
九
五
三
年
）
一
〇
六
頁
以
降
参
照
。
 
 

（
聖
 
漏
友
蘭
『
中
国
哲
学
史
新
編
』
第
二
冊
（
人
民
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
 
 
 

二
五
二
頁
参
照
。
 
 

（
幻
）
＋
」
竜
i
n
d
巴
b
a
n
d
〉
尋
：
卜
m
計
「
ひ
g
c
計
軋
雪
G
謡
C
已
c
だ
内
乱
勾
「
℃
已
訂
・
 
 
 

眉
昔
風
 
h
r
s
g
．
く
．
H
e
i
m
s
O
e
t
h
｝
H
●
－
J
●
C
－
－
M
O
h
r
－
T
u
b
i
n
g
e
n
）
 
 
 

－
べ
．
A
u
コ
．
－
ゆ
0
0
P
 
 

（
8
4
）
 
 
宅
i
n
d
e
冨
a
n
d
．
W
．
a
．
a
．
〇
．
S
．
0
0
P
 
 

（
8
5
）
 
例
え
ば
、
田
中
賓
『
原
子
論
の
誕
生
・
追
放
・
復
活
』
 
（
三
一
書
房
、
 
 
 

京
都
〓
九
五
〇
年
。
 
 

讐 誓1竺 讐 ご！空で  
N
i
e
t
z
s
c
h
e
W
e
r
k
e
．
只
r
i
t
i
s
c
h
e
G
e
s
a
m
t
a
u
s
喝
a
b
e
－
巨
P
 
 
 

W
a
買
①
r
d
e
G
r
u
i
t
e
r
．
－
彗
㌢
 
 

（
7
0
）
 
N
i
監
貴
C
h
e
．
F
．
．
a
．
a
．
〇
＼
S
．
山
0
0
0
 
 

（
7
1
）
 
高
調
淳
「
墨
経
（
上
）
」
十
一
頁
。
 
 

『
費
微
』
一
一
九
頁
。
 
 

A
r
i
s
t
．
b
鴫
C
莞
訂
t
ヽ
N
．
∽
0
0
b
0
0
．
（
D
K
雪
・
A
－
の
●
）
 
 

A
r
i
s
t
．
b
m
軸
内
戸
乳
e
O
コ
ノ
A
P
∽
N
ふ
b
∽
㌢
（
D
K
彗
・
A
ご
 
 

」
罵
監
．
Z
．
－
㌘
－
○
∽
¢
a
〓
．
乳
c
．
．
 
 

竃
監
．
A
．
凪
一
誌
ひ
b
ぬ
∴
D
K
望
r
A
P
）
 
 

詮
訂
．
ゝ
．
－
∴
石
－
あ
a
∽
P
 
 

b
q
g
§
．
監
c
O
ヽ
「
．
A
P
∽
－
設
（
D
K
彗
・
A
£
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