
�
人
は
す
べ
て
を
豫
見
で
き
る
か

︱
︱
江
永
の
天
�
學
に
お
け
る
八
線
表

(三
角
關
數
表
)
と
西
學
中
源
說

︱
︱

田

中

�

紀

序
論

1

江
永
の
學
問
と
西
學
中
源
說

(1
)
江
永
と
戴
震

(2
)
西
學
中
源
說

2

地
圓
說
に
見
え
る
西
學
中
源
說

3

中
國
の
古
曆
に
な
か
っ
た
も
の

(1
)
歲
差

(2
)
八
線
表

4

戴
震
﹃
句
股
割
圓
記
﹄
に
お
け
る
三
角
法
の
取
り


い
と
の
比
�

結
論
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序
論

本
稿
が
�
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑
淸
代
の
思
想
家
で
あ
る
江
永

(一
六
八
一−

一
七
六
二
)
が
︑
天
�
學
に
關
す
る
い
く
つ
か
の
理
論
や
︑
天

�
計
算
に
必

な
三
角
八
線

(三
角
關
數
)
の
計
算
結
果
を
ま
と
め
た
八
線
表
に
關
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
�
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
︒
江
永
は
︑
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
西
學
に
依
據
し
な
が
ら
︑
梅
�
鼎

(一
六
三
三−

一
七
二
一
)
の
天
�
學
を
再
分

析
し
︑﹃
數
學
﹄
な
ど
天
�
著
作
を
な
し
た
︒
江
永
自
身
が
天
�
學
に
お
い
て
科
學
�
上
何
か
革
怨
�
な
發
見
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
筆

者
は
こ
れ
ら
の
理
論
が
江
永
の
學
�
を
特
�
附
け
る
一
つ
の
傾
向
を
�
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒

ま
ず
本
稿
の
目
�
に
つ
い
て
︑
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
営
べ
た
い
︒

ひ
と
つ
は
︑
�
末
淸
初

(十
六
世
紀
末
～
十
七
世
紀
�
�
)
の
科
學
思
想
が
︑
中
國
思
想
�
に
お
け
る
大
き
な
轉
奄
�
(心
性
論
を
中
心
と
す
る

朱
子
學
・
陽
�
學
か
ら
︑
客
觀
�
實
證
を
重
ん
じ
る
淸
�
考
證
學
へ
の
轉
奄
)
に
ど
の
よ
う
な
思
想
�
影
�
を
與
え
た
の
か
に
つ
い
て
再
檢
討
す
る
こ

と
で
あ
る
︒
當
該
時
�
の
科
學
思
想
の
勃
興
は
︑
十
六
世
紀
末
以
影
に
來
華
し
た
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
が
も
た
ら
し
た
西
學

(西
洋
科
學
)
に

大
き
な
原
因
が
あ
る
︒
ま
た
筆
者
は
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
に
お
い
て
︑
漢
代
以
來
の
象
數
易
學
︑
と
り
わ
け
宋
代
に
�
こ
っ
た
河
圖
・
洛
書
の

學
が
科
學
思
想
に
與
え
た
影
�
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
き
た(1

)
︒
江
永
は
ま
さ
に
こ
の
兩
者
に
大
き
く
影
�
を
 
け
︑
自
身
の
學
�
を
!
築
し
て

い
っ
た
學
者
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
江
永
は
︑
同
時
代
に
西
學
中
源
說
(後
営
)
を
唱
え
た
學
者
た
ち
と
比
べ
︑
西
學
寄
り
の
學
者
だ
と

さ
れ
る
が
︑
實
際
に
は
︑
例
え
ば
地
圓
說
に
つ
い
て
は
︑
梅
�
鼎
と
同
樣
︑﹁
西
學
中
源
﹂
�
な
發
想
を
持
っ
て
い
る
︒
彼
は
︑
當
時
中
國
へ

入
っ
て
き
た
西
洋
科
學
理
論
が
︑
�
人
の
書
の
中
に
す
で
に
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
︑
天
�
計
算
に
必

な
樣
々
な
理
論
を
︑
河
圖
・
洛
書
に

展
開
さ
れ
る
數
理
理
論
に
結
び
附
け
た
︒

江
永
は
淸
�
考
證
學
の
一
"
で
あ
る
皖
"
の
祖
と
さ
れ
︑
戴
震

(一
七
二
四−

一
七
七
七
)
に
大
き
な
影
�
を
與
え
た
と
さ
れ
る
︒
周
知
の
如

く
︑
兩
者
と
も
に
西
學
に
强
く
影
�
を
 
け
て
い
る
が
︑
�
者
が
後
者
に
對
し
︑
具
體
�
に
は
ど
の
よ
う
に
影
�
を
與
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
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て
は
︑
い
ま
だ
�
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
三
角
關
數
と
い
う
具
體
�
な
數
理
理
論
に
焦
點
を
當
て
る
こ
と
で
︑
彼
ら
が
�
人
に
對

し
て
何
を
�
待
し
︑
ど
の
よ
う
な
人
閒
を
理
想
と
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒
そ
の
'
(
で
︑
戴
震
が
江
永
の
學
�
か
ら
何
を
學
ん

だ
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き
た
い
︒

本
稿
の
も
う
一
つ
の
目
�
は
︑
江
永
の
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
で
︑
�
末
淸
初
の
知
識
人
が
﹁
知
﹂
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
考
察

す
る
こ
と
で
あ
る
︒
筆
者
は
こ
れ
ま
で
︑
朱
載
堉
(一
五
三
六−

一
六
一
一
)
の
十
二
*
均
律
を
硏
究
し
て
き
た
︒
十
二
*
均
律
と
は
︑
一
オ
ク

タ
ー
ブ
を
十
二
等
分
す
る
理
論
で
あ
り
︑
現
在
多
く
の
�
盤
樂
器
に
,
用
さ
れ
︑
世
界
中
に
�
-
し
て
い
る
理
論
で
あ
る
︒
�
末
︑
西
歐
に
先

驅
け
て
十
二
*
均
律
を
生
み
出
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
そ
れ
が
樂
器
に
應
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
現
在
�
.
�
に
 
容
さ
れ
て
い
る
技

�
へ
と
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
か
︒
こ
の
問
い
に
對
し
︑
筆
者
は
︑
十
二
*
均
律
と
い
う
事
象
自
體
が
︑
理
論
�
・
數
學
�
性
格
が
强
い
も
の

で
あ
り
︑
中
國
の
場
合
︑
と
り
わ
け
象
數
易
理
論
と
深
く
關
聯
附
け
ら
れ
た
中
で
生
ま
れ
た
た
め
︑
象
數
易
が
批
/
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑

十
二
*
均
律
も
ま
た
批
/
�
に
捉
え
ら
れ
︑
そ
の
結
果
 
容
さ
れ
な
か
っ
た
と
結
論
し
た(2

)
︒
確
か
に
︑
中
國
で
は
︑
技
�
が
好
0
�
に
捉
え
ら

れ
て
き
た
︒
禹
が
�
人
と
し
て
1
價
さ
れ
る
點
と
し
て
︑
治
水
技
�
を
�
し
て
い
た
と
い
う
點
が
あ
る
し
︑
魯
般
は
工
匠
の
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
て
い
る
︒
天
�
學
に
お
い
て
も
︑
例
え
ば
藪
內
淸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
中
國
で
は
日
4
食
等
を
豫
測
す
る
た
め
の
計
算
技
�
に
重
き
が
置

か
れ
︑
天
や
地
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
宇
宙
!
5
論
︑
す
な
わ
ち
曆
法
を
荏
え
る
理
論
�
背
景
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ほ
ど

議
論
の
焦
點
に
は
な
ら
な
か
っ
た(3

)
︒
と
こ
ろ
が
︑
江
永
や
戴
震
の
思
想
の
中
に
は
︑
理
論
�
・
�
.
�
な
も
の
と
技
�
�
・
具
體
�
な
も
の
を

分
け
て
考
え
︑
�
者
に
つ
い
て
は
�
人
が
豫
見
し
て
い
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
存
在
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
知
﹂
の
中
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

が
存
在
し
︑
理
論
が
技
�
よ
り
も
︑
優
位
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
後
営
す
る
よ
う
に
︑
江
永
は
む
し
ろ
︑
そ
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
は
維
持
し
つ
つ
も
︑
�
人
の
理
論
を
︑
具
體
�
な
技
�
と
し
て
詳
細
に
設
計
し
よ
う
と
す
る
人
閒
の
努
力
こ
そ
を
高
く
1
價
し
て
い

る
︒
筆
者
は
︑
彼
の
西
學
へ
の
高
い
1
價
も
︑
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
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1

江
永
の
學
問
と
西
學
中
源
說

(1
)
江
永
と
戴
震

江
永
︑
字
は
愼
修
︑
安
)
省
婺
源
縣
の
人
︒
生
涯
仕
官
せ
ず
︑
經
學
か
ら
6
韻
學
・
天
�
學
な
ど
樣
々
な
學
�
に
廣
く
7
じ
︑
同
8
の
戴
震

に
大
き
な
影
�
を
與
え
た
︒﹃
淸
�
稿
﹄
卷
四
八
一
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
︒
江
永
は
三
禮
に
5
詣
が
深
く
︑
朱
熹
の
﹃
儀
禮
經
傳
7
解
﹄
に
基

づ
き
︑﹃
周
禮
﹄
大
宗
伯
の
吉
・
凶
・
軍
・
嘉
・
賓
の
五
禮
の
順
に
從
っ
て
︑
大
綱
・
細
目
を
記
し
た
﹃
禮
書
綱
目
﹄
を
著
し
た
︒
そ
の
ほ
か

に
も
︑
禮
樂
・
制
度
に
關
す
る
書
を
多
數
著
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
:
思
錄
集
<
﹄
を
著
し
た
︒
朱
熹
の
本
籍
地
で
あ
っ
た
婺
源
は
︑
朱
子
學

を
=
崇
す
る
氣
風
が
色
濃
い(4

)
︒
天
�
關
聯
の
著
作
に
つ
い
て
は
﹃
數
學
﹄
や
﹃
推
步
法
解
﹄
が
あ
り
︑
本
稿
で
中
心
�
に
取
り
上
げ
る
﹃
數

學
﹄
は
﹃
?
梅
﹄
と
も
稱
し
︑
そ
の
名
の
7
り
︑
梅
�
鼎
の
理
論
に
深
く
影
�
を
 
け
た
江
永
が
︑
さ
ら
に
そ
の
理
論
を
補
い
發
展
さ
せ
る
こ

と
を
目
�
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
書
中
で
度
々
梅
�
鼎
に
衣
を
唱
え
て
い
る
た
め
︑
梅
�
鼎
の
孫
で
あ
る
梅
瑴
成
(一
六
八

一−

一
七
六
三
)
に
强
く
批
/
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

戴
震
は
︑
師
で
あ
る
江
永
か
ら
何
を
學
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
︒
川
原
秀
城
は
戴
震
に
つ
い
て
︑﹁
淸
學
の
考
證
に
み
ら
れ
る
論
證
の
犀
利
さ

︱
︱
戴
震
の
方
法
論
の
第
三
點
を
!
成
し
て
い
る
論
證
性
や
體
系
性
・
演
繹
性
に
こ
そ
︑
西
洋
學
の
深
刻
な
影
�
の
核
心
を
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い(5

)
﹂
と
営
べ
る
︒
江
永
も
ま
た
西
學
を
重
視
し
た
が
︑
:
C
光
男
に
よ
れ
ば
︑﹁
恐
ら
く
こ
れ
ら
西
洋
の
學
問
の
影
�
が
こ
の
人
で
は
ま

だ
個
々
の
ア
イ
デ
ア
を
與
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
人
の
學
問
を
!
成
す
る
論
理
!
5
に
ま
で
は
-
ん
で
い
な
か
っ

た(6
)

﹂︒
つ
ま
り
︑
西
學
を
7
し
て
會
得
し
た
論
理
�
思
考
法
は
︑
江
永
の
時
點
で
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
戴
震
に
至
り
皖
"
を

象
�
す
る
よ
う
な
方
法
論(7

)
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
本
稿
も
こ
の
見
解
に
同
0
す
る
が
︑
論
理
�
思
考
と
い
う
︑
思
考
方
式
の

枠
組
み
を
問
う
よ
り
も
︑
彼
ら
が
﹁
知
﹂
そ
の
も
の
に
對
し
て
ど
の
よ
う
な
�
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
焦
點
を
當
て
て
︑
江
永
か
ら
戴
震
へ
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引
き
繼
が
れ
た
も
の
を
考
察
し
た
い
︒

戴
震
が
捉
え
た
﹁
知
﹂
に
つ
い
て
︑
石
井
剛
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
︒
戴
震
は
﹁
D
は
す
べ
て
經
典
の
中
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
営

べ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
�
提
に
立
つ
が
︑
そ
れ
で
は
﹁
�
人
は
︑
日
食
の
周
�
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
の
か
い
な
か
っ
た
の
か
﹂︒
石
井
は

﹁
戴
震
は
︑
�
人
が
假
に
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑﹁
大
智
﹂
を
傷
つ
け
る
に
は
至
ら
な
い
と
考
え
た
﹂
と
い
う(8

)
︒
そ
れ
は
﹁
戴
震
は
︑

自
然
界
の
E
行
法
則
を
い
か
に
�
識
す
る
か
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
正
し
い
客
觀
�
な
�
識
に
到
F
す
る
か
︑
と
い
う
知
識
論
の
問
題
を
︑
�
人

の
身
に
託
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
巧
み
に
修
養
の
問
題
へ
と
移
し
替
え
て
い
る(9

)
﹂
か
ら
だ
と
い
う
︒
確
か
に
︑﹁
科
學
�
眞
理
を
あ
ら

か
じ
め
す
べ
て
知
っ
て
お
く
こ
と
は
︑
科
學
�
言
語
の
歷
�
性
か
ら
し
て
も
あ
り
得
な
い
﹂︒
そ
の
た
め
戴
震
は
︑﹁
�
人
の
�
性
と
は
︑
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
の
知
の
H
能
性
に
よ
っ
て
擔
保
さ
れ
よ
う
が
な
い
し
︑
そ
の
必

も
な
い(10

)
﹂
と
考
え
た
と
い
う
の
が
︑
石
井
の
指
摘
で
あ

る
︒當

然
で
は
あ
る
が
︑
中
國
で
は
古
く
か
ら
高
度
に
天
�
學
が
發
F
し
て
い
た
と
は
い
え
︑
天
�
計
算
に
必

な
あ
ら
ゆ
る
計
算
が
�
初
か
ら

整
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
︑
現
代
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
樣
で
︑
宇
宙
の
す
べ
て
が
�
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ

ゆ
え
戴
震
が
�
人
の
�
性
と
知
の
H
能
性
を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
戴
震
は
︑
西
學
中
源

說
を
唱
え
︑﹃
周
髀
算
經
﹄
に
*
面
三
角
法
の
み
な
ら
ず
球
面
三
角
法
の
樣
々
な
定
理
を
讀
み
I
み
︑
古
代
の
�
人
は
そ
れ
ら
を
理
解
し
︑
記

し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
戴
震
は
や
は
り
︑
�
人
に
對
し
て
︑
知
の
H
能
性
を
�
待
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

後
営
す
る
よ
う
に
江
永
も
ま
た
﹁
西
學
中
源
﹂
�
發
想
を
持
っ
て
い
る
︒
錢
大
昕
が
﹁
梅
�
鼎
は
西
學
を
上
手
に
用
い
た
が
︑
江
永
は
西
人

に
K
わ
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
あ
る(11

)
﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
一
般
�
に
は
︑
梅
�
鼎
が
中
西
の
曆
學
を
會
7
さ
せ
る
中
で
西
學
中
源
說
を
唱

え
︑
戴
震
も
ま
た
梅
�
鼎
の
曆
學
に
依
據
し
︑
さ
ら
に
園
底
し
て
西
學
中
源
說
を
深
め
た
の
に
對
し
︑
江
永
は
西
學
中
源
說
を
と
ら
ず
︑
西
學

を
禮
贊
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
後
営
す
る
よ
う
に
︑
江
永
は
︑
古
曆
が
﹁
鯵
易
﹂
で
あ
り
︑
複
雜
な
計
算
方
法
を
解
�
す
る
の
は
後
世
の
學
者

の
仕
事
だ
と
考
え
て
い
た
︒
天
體
の
軌
D
計
算
に
必

な
三
角
關
數
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
數
値
を
一
覽
に
し
た
八
線
表
は
︑
中
國
古
代
に
は
存
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在
し
な
か
っ
た
と
�
確
に
指
摘
し
︑
八
線
表
を
作
成
し
た
こ
と
を
︑
西
洋
天
�
學
の
大
き
な
成
果
と
し
て
高
く
1
價
す
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
河

圖
洛
書
の
中
に
︑
八
線
表
と
共
7
す
る
數
理
原
則
を
見
出
し
た
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
西
學
の
理
論
を
中
國
の
書
籍
の
中
に
見
出
す
と
い
う
思

想
�
營
爲
で
あ
り
︑
西
學
中
源
說
と
も
類
似
す
る
︒

つ
ま
り
︑
戴
震
で
あ
れ
︑
江
永
で
あ
れ
︑
�
人
は
す
べ
て
を
豫
見
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
�
人
の
�
人
た
る
M

以
は
︑
や
は
り
知
の
H
能
性
に
あ
る
︒
し
か
し
︑
江
永
が
よ
り
强
N
し
た
か
っ
た
の
は
︑
�
人
が
す
べ
て
を
豫
見
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
だ
か

ら
と
い
っ
て
中
國
が
優
れ
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
�
人
は
眞
理
を
摑
ん
で
い
る
が
︑
私
た
ち
が

應
用
で
き
る
よ
う
な
具
體
�
な
技
�
と
し
て
そ
れ
を
設
計
し
て
い
な
い
︒
技
�
と
し
て
設
計
で
き
る
か
ど
う
か
は
︑
後
世
の
人
閒
の
努
力
と
知

惠
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(2
)
西
學
中
源
說

そ
も
そ
も
西
學
中
源
說
と
は
何
だ
ろ
う
か(12

)
︒
西
學
中
源
說
は
︑
�
も
早
く
は
�
の
O
民
か
ら
始
ま
り
︑
そ
の
槪
念
を
�
も
早
く
提
�
し
た
の

は
黃
宗
羲

(一
六
一
〇−

一
六
九
五
)
で
あ
る
︒
ま
た
︑
方
以
智

(一
六
一
一−

一
六
七
一
)
は
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
の
﹁
天
子
の
官
R
が
そ
の
職
分

を
果
た
さ
な
い
よ
う
に
な
り
︑
樣
々
な
學
�
は
四
夷
へ
分
散
し
た

(天
子
失
官
︑
學
在
四
夷
)
﹂
(昭
公
傳
十
七
年
)
と
い
う
�
言
を
引
き
︑
中
國

古
代
の
天
�
學
が
西
方
に
傳
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
た
︒
彼
ら
に
續
き
︑
西
學
中
源
說
の
具
體
�
な
論
據
を
示
し
た
の
は
王
錫
闡

(一
六
二
八

−

一
六
八
二
)
で
あ
る
︒
太
陽
や
4
・
惑
星
の
E
動
︑
S
食
︑
定
氣
や
T
氣
な
ど
︑
當
時
の
曆
法
の
�

問
題
は
す
べ
て
中
法
に
も
と
も
と
含

ま
れ
て
い
た
と
し
た
︒

續
い
て
西
學
中
源
說
を
宣
揚
し
た
の
は
康
熙
V
(一
六
五
四−

一
七
二
二
)
で
あ
る
︒
康
熙
V
は
イ
エ
ズ
ス
會
士
に
西
洋
の
天
�
學
・
數
學
を

學
ん
だ
︒
た
だ
し
﹁
高
い
レ
ベ
ル
ま
で
に
は
到
F
で
き
ず
﹂︑
彼
の
西
學
中
源
說
は
﹁
よ
り
政
治
�
な
�
慮
か
ら
出
て
い
る(13

)
﹂
と
い
う
︒
康
熙

V
の
西
學
中
源
說
を
發
展
︑
完
成
さ
せ
た
の
は
梅
�
鼎
で
あ
る
︒
彼
は
﹃
曆
學
疑
問
補
﹄
卷
一
に
お
い
て
︑
ま
ず
︑
中
國
古
代
の
渾
天
說
と
蓋
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天
說
が
﹁
塑
宴
﹂
と
﹁
畫
宴
﹂
の
關
係
に
あ
り
︑﹃
周
髀
算
經
﹄
は
地
圓
說
を
�
言
し
て
は
い
な
い
が
︑
そ
の
理
や
計
算
は
す
で
に
そ
の
中
に

備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
︒
續
い
て
﹃
�
記
﹄
曆
書
の
﹁
疇
人

(筆
者
<
：
天
�
學
の
知
識
を
持
っ
た
人
物
)
の
子
弟
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
︑
中

華
に
留
ま
る
者
も
い
れ
ば
︑
夷
狄
の
地
に
行
く
者
も
い
た

(疇
人
子
弟
分
散
︑
或
在
諸
夏
︑
或
在
夷
狄
)
﹂
と
い
う
記
営
を
も
と
に
︑
周
髀
蓋
天
の

學
が
い
か
に
し
て
西
方
に
傳
わ
っ
た
か
を
論
じ
た
︒
さ
ら
に
︑
西
法
と
イ
ス
ラ
ム
天
�
學
が
:
い
關
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
︑
兩
者
は
み
な
周

髀
蓋
天
の
學
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
た
︒
の
ち
︑
乾
嘉
學
"
に
お
い
て
西
學
中
源
說
を
大
い
に
宣
揚
し
た
の
は
阮
元

(一
七
六
四−

一
八
四
九
)

と
戴
震
で
あ
る
︒
阮
元
は
﹃
疇
人
傳
﹄
(一
七
九
九
年
)
を
著
し
︑
そ
の
中
で
何
度
も
西
學
中
源
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
戴
震
に
つ
い
て
は
後

営
し
た
い
︒

江
曉
原
は
西
學
中
源
說
が
︑
�
の
O
民
と
︑
淸
�
皇
V
-
び
そ
の
官
僚
と
い
う
︑
政
治
上
完
H
に
對
立
す
る
立
場
か
ら
提
出
さ
れ
た
こ
と
は

﹁
非
常
に
<
0
す
べ
き
現
象
﹂
と
指
摘
す
る
︒
�
の
宮
廷
が
︑
西
法
に
基
づ
い
た
﹃
崇
禎
曆
書
﹄
を
Z
纂
し
た
こ
と
は
︑
古
代
よ
り
王
�
瓜
治

の
象
�
で
あ
っ
た
曆
法
が
︑
西
法
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
を
0
味
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
保
守
"
は
反
對
し
た
︒﹃
崇
禎
曆
書
﹄
は
施
行
さ
れ

る
こ
と
な
く
�
�
は
滅
[
し
︑
淸
�
に
な
り
︑﹃
崇
禎
曆
書
﹄
に
基
づ
い
た
﹃
西
洋
怨
法
曆
書
﹄
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
江
曉
原

に
よ
れ
ば
︑
東
夷
で
あ
る
滿
族
に
と
っ
て
︑
西
夷
の
法
を
,
用
す
る
こ
と
に
抵
抗
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
黃
宗
羲
や
方
以
智
・
王
錫
闡
の
よ

う
な
傳
瓜
�
\
の
敎
養
を
持
っ
た
�
の
O
民
に
と
っ
て
は
大
い
に
不
滿
が
殘
り
︑
西
學
中
源
說
を
唱
え
る
に
至
っ
た
︒
康
熙
V
の
時
代
に
な
る

と
︑
淸
人
は
H
面
�
に
漢
�
\
を
 
入
れ
︑
す
で
に
自
ら
を
﹁
夷
﹂
で
は
な
く
﹁
夏
﹂
と
し
て
�
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
西
洋
の
技

�
を
]
入
し
た
い
と
い
う
思
惑
の
一
方
で
︑
中
國
の
傳
瓜
�
\
を
繼
承
し
︑
瓜
治
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
淸
�
皇
V
に
と
っ
て
︑
西
學

中
源
說
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
方
法
で
あ
っ
た
と
江
曉
原
は
指
摘
す
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
政
治
�
立
場
を
超
え
て
︑
幅
廣
く
 
容
さ
れ
た
西
學
中
源
說
で
あ
る
が
︑
淸
代
に
お
い
て
西
學
中
源
說
に
^
從
し
な
か
っ
た

と
さ
れ
る
學
者
も
い
た
︒
江
曉
原
の
ほ
か
複
數
の
硏
究
者
が
︑
數
少
な
い
そ
の
よ
う
な
學
者
の
一
人
と
し
て
擧
げ
る
の
が
︑
江
永
で
あ
る
︒
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2

地
圓
說
に
見
え
る
江
永
の
西
學
中
源
說

し
か
し
︑
地
圓
說
︑
す
な
わ
ち
﹁
地
球
が
ま
る
い
﹂
と
い
う
說
に
關
し
て
は
︑
江
永
の
態
度
は
﹁
西
學
中
源
﹂
�
で
あ
る
︒
江
永
は
︑
地
圓

說
は
古
代
中
國
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
た
︒
藪
內
淸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
渾
天
說
は
︑
必
ず
し
も
球
體
の
地
球
を
想
定

し
な
い
︒
古
代
の
思
想
家
は
︑
渾
天
說
を
說
く
際
︑
天
と
地
と
を
雞
卵
に
た
と
え
て
は
い
る
が
︑
こ
れ
は
彼
ら
が
﹁
地
球
が
ま
る
い
﹂
と
�
識

し
て
い
た
こ
と
を
必
ず
し
も
0
味
し
な
い
︒
彼
ら
が
想
定
す
る
の
は
︑
お
そ
ら
く
︑︻
圖
1
︼
の
よ
う
に
︑
天
は
ま
る
く
渾
々
然
と
し
て
囘
轉

し
て
お
り
︑
氣
に
荏
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
地
は
方
形
で
︑
天
球
の
中
に
溜
ま
る
海
の
上
に
a
か
ん
で
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る(14

)
︒

江
永
は
︑﹃
禮
書
綱
目
﹄
(一
七
二
一
年
)
に
お
い
て
︑﹃
尙
書
﹄
の
﹁
璿
璣
と
玉
衡
に
よ
っ
て
七
政
を
整
え
る

(璿
璣
玉
衡
︑
以
齊
七
政
)
﹂
(e

書
︑
舜
典
)
に
對
し
︑
蔡
沈
﹃
書
集
傳
﹄
(孔
穎
F
﹃
尙
書
正
義
﹄
を
T
略
)
を
引
用
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
渾
天
說
が
古
よ
り
存
在
し
た
こ
と
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

在
は
察
で
あ
る
︒
美
し
い
珠
の
事
を
璿
と
い
う
︒
璣
と
は
︑
機

(筆
者

<
：
渾
天
儀
內
部
の
赤
經
雙
f
)
で
あ
り
︑
璿
に
よ
っ
て
璣
を
g
り
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
天
體
の
E
行
を
象
る
︒
衡
は
︑
橫
で
あ
る
︒
衡
簫
の
こ
と
を
い

う
︒
玉
に
よ
っ
て
管
を
な
し
︑
橫
向
き
に
設
置
し
て
︑
そ
こ
か
ら
璣
を
覗

き
I
ん
で
︑
七
政
の
E
行
を
整
え
る
︑
今
の
渾
天
儀
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
︒
七
政
は
︑
日
・
4
・
五
星
で
あ
る
︒
七
政
の
E
行
は
︑
天
に
對
し
遲

i
・
順
j
が
あ
り
︑
人
君
に
政
事
が
あ
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

舜
が
君
位
を
代
理
し
た
當
初
︑
樣
々
な
務
め
を
お
さ
め
る
中
で
︑
ま
ず
璣

衡
に
よ
っ
て
觀
察
し
︑
七
政
を
整
え
た
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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275頁の圖より作成)

【圖 1】 渾天說における天と地



つ
ま
り
天
體
の
E
行
や
曆
の
頒
布
は
︑
先
に
す
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
按
ず
る
に
︑
渾
天
儀
と
い
う
の
は
︑
天
�
志

(筆
者
<
：
孔
穎

F
﹃
尙
書
正
義
﹄
に
よ
れ
ば
︑
蔡
邕
の
天
�
志
︑
す
な
わ
ち
﹃
東
觀
漢
記
﹄
の
天
�
志

(佚
�
))
の
い
う
︑
天
の
形
體
に
關
す
る
說
に
三
家
あ
る

う
ち
の
︑
一
つ
は
周
髀
說
︑
二
つ
は
宣
夜
說
︑
三
つ
目
は
渾
天
說
で
あ
る

(筆
者
<
：
そ
の
う
ち
の
三
つ
目
が
こ
れ
に
當
た
る
)
︒
⁝
渾
天
說

(筆
者
<
：﹃
尙
書
正
義
﹄
に
よ
れ
ば
王
蕃
の
渾
天
說
)
で
は
︑
天
の
形
狀
は
鳥
の
卵
に
似
て
い
て
︑
地
は
そ
の
中
心
に
あ
り
︑
天
は
地
の
外
側

を
m
み
I
ん
で
い
て
︑
た
と
え
ば
卵
が
黃
身
を
m
み
I
み
︑
ま
る
い
こ
と
彈
丸
の
よ
う
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
渾
天
と
い
う
︒
こ
れ
は
︑
そ

の
形
體
が
ぐ
る
ぐ
る
と
囘
っ
て
い
る
狀
態
で
あ
る
こ
と
を
い
う
︒
そ
の
具
體
�
な
方
法
は
︑
天
の
�
分
が
地
上
を
n
い
︑
�
分
は
地
下
に

あ
る
︒
天
が
地
上
に
あ
る
部
分
は
︑
一
八
二
度
�
强
に
見
え
︑
地
下
は
そ
の
殘
り
で
あ
る
︒
⁝
渾
天
說
は
︑
古
に
必
ず
そ
の
法
が
あ
っ
た

が
︑
秦
の
焚
書
で
滅
ん
で
し
ま
っ
た(15

)
︒

こ
こ
で
は
︑
舜
が
ま
ず
政
治
を
始
め
る
に
あ
た
り
︑﹁
璿
璣
﹂
(璿
と
い
う
玉
に
よ
っ
て
g
ら
れ
た
天
體
觀
測
の
た
め
の
機
器
)
と
﹁
玉
衡
﹂
(玉
で

で
き
た
橫
向
き
の
管
)
に
よ
っ
て
七
政

(木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
星
と
日
4
)
の
E
行
を
觀
察
し
た
と
営
べ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
璿
璣
﹂﹁
玉
衡
﹂

は
渾
天
儀
に
相
當
す
る
と
さ
れ
︑
渾
天
說
に
つ
い
て
說
�
し
て
い
る
︒
宇
宙
論
に
は
周
髀
の
說
(蓋
天
說
︑
天
が
お
盆
の
よ
う
に
地
を
n
う
)
・
宣

夜
說
(天
に
は
形
體
が
な
く
た
だ
廣
が
っ
て
虛
無
で
あ
る
)
・
渾
天
說
の
三
說
が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
�
二
者
を
否
定
し
︑
渾
天
說
を
荏
持
す
る
︒

�
営
の
よ
う
に
︑
天
と
地
の
あ
り
方
を
︑
雞
卵
の
比
喩
を
用
い
て
說
�
す
る
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
蔡
沈
も
孔
穎
F
も
﹁
地
が

ま
る
い
﹂
と
�
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う(16

)
︒

江
永
自
身
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
禮
書
綱
目
﹄
で
は
︑
以
上
の
よ
う
に
渾
天
說
が
紹
介
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑﹁
地
が
ま
る
い
﹂
と

�
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
︑
こ
こ
か
ら
は
窺
い
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
江
永
が
梅
�
鼎
の
理
論
に
出
會
っ
た
の
ち
の
天
�
著
作
で
あ
る
﹃
數

學
﹄
(一
七
四
〇
)
で
は
︑
は
っ
き
り
と
地
圓
說
を
荏
持
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
が
古
か
ら
あ
っ
た
こ
と
に
言
-
し
て
い
る
︒
錢
大
昕
が
批
/
し
た
よ

う
に
︑
江
永
の
學
�
理
論
は
西
學
に
依
據
す
る
も
の
が
多
い
︒
ま
た
そ
の
思
考
方
式
自
體
も
西
學
�
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
︑
江
永
の
天
�
學
の

特
�
と
し
て
︑
曆
計
算
の
�
に
︑
あ
る
(
度
の
天
體
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
い
た
點
が
擧
げ
ら
れ
る(17

)
︒
し
か
し
彼
は
中
國
の
傳
瓜
學
�
に
目
を
向
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け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い(18

)
︒
そ
れ
を
象
�
す
る
の
が
︑
彼
の
地
圓
に
關
す
る
理
論
で
あ
る
︒
江
永
は
地
圓
こ
そ
が
正
し
い
宇
宙
モ
デ
ル
だ
と

し
︑﹃
數
學
﹄
卷
一
で
取
り
上
げ
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

地
が
圓
形
で
あ
る
こ
と
を
問
う
︒
地
の
周
圍
は
九
萬
里
で
あ
り
︑
南
北
は
二
極
の
高
低
か
ら
そ
れ
が
わ
か
り

(南
北
に
二
五
〇
里
行
く
と
︑

そ
の
高
低
の
差
は
一
度
で
あ
る(19
))

︑
東
西
は
4
食
の
早
晚
か
ら
そ
れ
が
わ
か
る

(地
は
赤
D
の
經
線
が
東
西
七
五
〇
〇
里
q
た
っ
て
い
れ
ば

(筆
者

<
：
經
度
に
三
〇
度
の
差
が
あ
れ
ば
)︑
4
食
の
先
後
の
差
は
一
時
閒
で
あ
る
)
︒
こ
れ
は
曆
を
知
る
者
だ
け
が
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
西
人
の

場
合
は
︑
海
の
上
を
數
萬
里
行
き
︑
南
極
が
地
上
か
ら
數
十
度
上
に
出
て
く
る
の
を
見
て
︑
そ
の
後
に
こ
れ
が
正
し
い
と
わ
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
r
狹
な
儒
者
の
考
え
で
は
︑
家
か
ら
出
ず
︑
狹
い
範
圍
に
と
ら
わ
れ
︑
s
始
い
ぶ
か
し
ん
で
︑
(地
圓
で
あ
れ
ば
)
人
が
t
め
に
立

て
る
は
ず
が
な
く
︑
水
が
j
さ
ま
に
ぶ
ら
さ
が
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
︒
彼
ら
に
地
圓
に
つ
い
て
営
べ
る
と
︑﹁
河
漢
﹂
(筆
者
<
：
と
り

と
め
も
な
い
こ
と
)
の
よ
う
だ
が
︑
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
地
は
綿
々
と
u
切
れ
る
こ
と
な
く
甚
だ
廣
く
︑
だ
ん
だ
ん
と
ま
る
く
な
っ
て
い
く

の
で
︑
人
が
地
に
沿
っ
て
一
周
し
た
と
し
て
も
︑
足
は
常
に
地
を
踏
み
︑
首
は
常
に
天
を
戴
き
︑
倒
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
水
が
地
に
附
隨
し
て
液
れ
る
の
も
︑
こ
の
よ
う
で
あ
る
︒
い
ま
試
み
に
川
や
湖
に
舟
を
a
か
べ
︑
�
も
高
い
舟
の
舳
に
登
っ
て
見
て

み
る
と
︑
水
が
來
て
も
そ
の
先
端
は
見
え
ず
︑
水
が
去
っ
て
も
そ
の
後
端
は
見
え
ず
︑
た
だ
わ
ず
か
に
灣
曲
し
て
見
え
る
だ
け
で
︑
舟
が

行
き
着
く
と
こ
ろ
だ
け
が
高
M
と
な
る
が
︑
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
︒
人
の
目
は
數
十
里
を
w
む
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
の
數
十
里
で
す

ら
だ
ん
だ
ん
と
ま
る
く
な
っ
て
い
く
が
た
め
で
あ
る
︒
地
圓
が
�
も
わ
か
り
や
す
く
觀
測
で
き
る
の
は
︑
た
と
え
ば
4
食
の
時
に
生
じ
る

地
の
影
で
あ
り
︑
4
が
必
ず
灣
曲
し
て
缺
け
て
い
く
の
は
︑
地
の
影
が
ま
る
い
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
地
が
ま
る
く
な
け
れ
ば
そ
の
影
が
ど

う
し
て
圓
に
な
る
だ
ろ
う
か(20

)
︒(21

)

地
が
圓
で
あ
る
の
は
︑
南
北
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
北
極
・
南
極
高
度
が
衣
な
る
こ
と
︑
東
西
に
つ
い
て
は
4
食
が
�
こ
る
時
閒
に
早

い
・
遲
い
の
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
言
う
︒
地
方
に
固
執
す
る
人
は
︑
も
し
地
が
圓
で
あ
る
な
ら
︑
人
閒
は
立
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き

ず
︑
ま
た
︑
水
は
こ
ぼ
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
と
言
う
︒
し
か
し
地
は
大
き
く
︑
ゆ
っ
た
り
と
ま
る
み
を
帶
び
て
い
る
の
で
︑
人
閒
が
地
に
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沿
っ
て
一
周
步
い
た
と
し
て
も
倒
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
水
も
こ
ぼ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
例
え
ば
人
閒
が
川
や
湖
で
舟
の
舳
に
立
っ
て
眺
め
て
み

る
と
︑
湖
が
わ
ず
か
に
弧
を
描
い
て
見
え
る
は
ず
で
あ
る
︒
さ
ら
に
4
食
の
と
き
︑
地
の
影
が
必
ず
弧
を
描
い
て
見
え
る
の
は
︑
地
が
圓
で
あ

る
た
め
で
あ
る
︒

地
圓
說
に
つ
い
て
︑
梅
�
鼎
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
江
永
は
︑
地
圓
說
は
中
國
の
古
い
�
獻
の
中
に
す
で
に
見
ら
れ
る
と
い

う
梅
�
鼎
の
說
を
引
用
す
る
︒

梅
先
生
は
︑﹃
周
髀
算
經
﹄
の
中
に
地
圓
の
理
が
あ
る
と
い
い
︑
ま
た
﹃
周
髀
算
經
﹄
の
傳
え
る
說
は
︑
必
ず
x
e
以
�
か
ら
あ
っ
た

も
の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
ら
は
確
か
な
議
論
だ(22

)
︒
古
籍
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
中
國
の
曆
家
は
そ
の
說
を
失
い
︑
臆
測
や
非
合
理
�

な
說
を
S
え
︑
地
に
は
八
z
が
あ
る
と
か
︑
地
が
水
に
載
っ
て
い
る
と
か
︑
地
に
は
四
游
が
あ
る
と
か
い
い
︑
諸
々
の
{
っ
た
理
論
は
︑

人
の
耳
目
を
n
っ
て
き
た
︒
⁝
い
ま
︑
地
圓
の
說
は
は
っ
き
り
と
�
ら
か
に
な
り
︑
數
千
年
來
︑
失
わ
れ
て
き
た
も
の
が
復
活
し
た
︒
曆

家
は
そ
れ
に
依
據
し
て
天
�
觀
測
・
計
算
の
根
據
と
し
︑
儒
家
も
そ
れ
に
依
據
し
て
窮
理
の

と
す
れ
ば
︑
大
變
あ
り
が
た
い
こ
と
で
は

な
い
か(23

)
︒

梅
先
生
は
﹃
大
戴
禮
記
﹄
曾
子
天
圓
に
お
け
る
單
居
離
に
對
す
る
曾
子
の
答
え(24

)
を
引
き
︑
地
圓
の
論
が
古
に
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
證

�
し
た
︒
こ
れ
は
極
め
て
確
か
な
議
論
で
あ
る
︒
私
が
思
う
に
︑﹃
周
易
﹄
大
傳
に
﹁
坤
は
至
靜
で
あ
り
︑
德
は
方
正
で
あ
る

(坤
至
靜
而

德
方
)
﹂
と
い
い
︑﹃
中
庸
﹄
に
﹁
川
や
海
を
お
さ
め
て
水
が
洩
れ
る
こ
と
が
な
い

(振
河
海
而
不
洩
)
﹂
と
い
い
︑
こ
れ
ら
は
み
な
地
が
圓

で
あ
る
こ
と
の
證
で
あ
る
︒
方
は
そ
の
德
が
方
正
で
あ
る
こ
と
を
い
い
︑
形
體
が
方
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
水
は
地

に
附
隨
し
て
液
れ
︑
地
が
搖
れ
た
と
し
て
も
洩
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
︑
地
面
の
四
周
に
水
が
あ
り
︑
水
が
地
を
載
せ
て
い
る
の
で
は
な

い
と
わ
か
る
だ
ろ
う(25

)
︒

梅
�
鼎
は
﹃
周
髀
算
經
﹄
や
﹃
大
戴
禮
記
﹄
の
記
営
が
地
圓
說
を
示
唆
し
て
い
る
と
�
識
し
て
い
る
︒
地
圓
說
は
︑
堯
・
舜
以
�
か
ら
す

で
に
あ
っ
た
が
︑
古
籍
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
で
︑
中
國
の
天
�
學
家
た
ち
は
み
な
臆
測
で
︑
八
z
說
(地
が
八
つ
の
z
で
荏
え
ら
れ
て
い
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る
)
︑
水
載
說
(地
が
水
の
上
に
載
っ
て
い
る
)
︑
四
游
說
(地
が
季
T
ご
と
に
四
つ
の
方
角
に
移
動
す
る
)
な
ど
樣
々
な
說
を
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い

う
︒江

永
も
ま
た
︑﹃
周
易
﹄
坤
卦
の
�
言
傳
﹁
至
靜
而
德
方
﹂
の
﹁
方
﹂
は
德
が
方
正
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
り(26

)
︑
ま
た
﹃
中
庸
﹄

に
﹁
振
河
海
而
不
洩(27

)
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
あ
く
ま
で
も
地
に
附
隨
し
て
水
が
あ
り
︑
地
が
水
の
上
に
載
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
る
︒

地
圓
說
が
經
書
を
は
じ
め
と
し
た
中
國
の
古
典
の
中
に
見
出
さ
れ
る
︑
す
な
わ
ち
�
人
た
ち
は
地
圓
說
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
點
で
梅
�
鼎

と
共
7
す
る
︒

そ
も
そ
も
中
國
は
地
圓
說
を
ど
の
よ
う
に
 
容
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か(28

)
︒
陳
美
東
ら
に
よ
れ
ば
︑
一
六
二
八
年
ま
で
に
︑
西
洋
の
�

な
地

圓
說
の
論
據
は
傳
わ
っ
て
い
る
と
い
う
︒
徐
光
}
(一
五
六
二−

一
六
三
三
)
は
﹃
乾
坤
體
義
﹄
(一
六
〇
五
年
)
に
お
い
て
︑
古
人
は
北
極
高
度

が
觀
測
地
點
に
よ
っ
て
衣
な
る
事
實
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
も
っ
て
︑
地
圓
說
が
信
用
で
き
る
と
證
�
し
た
と
い
う
︒
李
之
藻

(一
五
六
五−

一
六
三
〇
)
も
ま
た
︑
圓
形
は
も
っ
と
も
美
し
い
形
狀
だ
と
考
え
︑
地
が
圓
で
あ
る
こ
と
に
同
0
し
て
い
る
︒
�
の
王
英
�
は
︑
中
西
天
�
學

の
知
識
を
紹
介
し
た
7
俗
書
﹃
曆
體
略
﹄
の
中
で
︑
地
圓
に
つ
い
て
︑
古
代
典
籍
の
中
か
ら
十
三
條
の
證
據
を
集
め
た
が
︑
こ
れ
は
後
の
西
學

中
源
說
に
つ
な
が
る
發
想
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
楊
光
先

(一
五
九
七−

一
六
六
九
)
が
地
圓
說
を
﹁
荒
x
之
說
﹂
と
し
て
反
對
し
た
も
の
の
︑
梅

�
鼎
は
地
圓
說
を
證
�
す
る
と
同
時
に
︑
地
圓
說
が
中
國
古
代
に
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
詳
細
な
論
證
を
行
っ
た
︒
地
圓
で
あ
れ
ば
︑

中
國
は
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
中
國
は
地
球
の
正
面
に
あ
り
︑
そ
の
他
の
國
は
地
球
の
背
面
に
あ
る
と
い
う
論
理
を

]
入
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
問
題
を
の
り
き
っ
て
い
る(29

)
︒
ち
な
み
に
︑
梅
�
鼎
の
�
識
す
る
天
�
體
系
は
︑﹃
崇
禎
曆
書
﹄
と
同
樣(30

)
︑
基
本
�
に

は
チ
コ
・
ブ
ラ
ー
エ
の
體
系
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
球
以
外
の
惑
星
は
太
陽
の
周
り
を
囘
り
︑
太
陽
は
地
球
の
周
り
を
囘
る
と
い
う
︑
プ
ト

レ
マ
イ
オ
ス
の
天
動
說
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
說
の
折
衷
案
で
あ
る
︒

中
國
に
お
け
る
地
圓
說
 
容
の
歷
�
に
鑑
み
れ
ば
︑
江
永
の
地
圓
說
理
解
も
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
そ
の
是
非
は
さ
て
お

き
︑﹁
地
圓
と
い
う
發
想
を
古
代
の
�
人
が
�
し
て
い
た
﹂
と
い
う
考
え
自
體
も
︑
當
時
幅
廣
く
共
�
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
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﹁
地
圓
說
が
中
國
古
代
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
﹂
に
重
き
を
置
く
梅
�
鼎
に
對
し
て
︑
江
永
の
場
合
は
︑﹁
西
人
﹂
と
﹁
r
狹
な
儒
者
﹂
を
對
照

�
に
捉
え
︑
�
者
が
廣
い
視
野
に
立
ち
︑
實
際
に
樣
々
な
も
の
を
觀
察
し
て
い
く
中
で
︑
地
圓
と
い
う
眞
理
に
た
ど
り
着
い
た
の
に
對
し
︑
後

者
は
家
か
ら
出
る
こ
と
も
な
く
狹
い
視
野
に
捉
わ
れ
て
い
た
か
ら
地
圓
說
に
は
到
F
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
︒
中
國
古
代
の
�
人
が
地

圓
を
も
と
も
と
知
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
︑﹁
數
千
年
來
︑
失
わ
れ
て
き
た
﹂
地
圓
說
が
︑﹁
復
活
し
﹂﹁
い
ま
︑
は
っ
き
り
と
�
ら

か
に
な
﹂
っ
た
こ
と
に
重
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
後
営
す
る
よ
う
に
︑
江
永
は
�
人
の
書
は
眞
理
を
端
�
に
描
く
だ
け
の
も
の
と
�
識
し

て
お
り
︑
地
圓
說
と
い
う
眞
理
自
體
が
古
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
實
そ
の
も
の
は
︑
東
西
學
�
の
優
劣
を
/
斷
す
る
基
準
に
は
な
ら
な

い
︒
眞
理
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
江
永
が
<
目
す
る
の
は
︑
中
國
の
後
世
の
天
�
學
家
た
ち
が
︑
地
圓
說
に
關
し
て

具
體
�
な
根
據
を
示
さ
な
か
っ
た
の
に
對
し
︑
西
洋
の
天
�
學
者
た
ち
は
︑
地
圓
說
を
基
盤
と
す
る
天
體
モ
デ
ル
に
依
據
し
︑
詳
細
に
天
�
計

算
を
行
っ
た
と
い
う
︑
そ
の
努
力
で
あ
る
︒

3

中
國
の
古
曆
に
な
か
っ
た
も
の

(1
)
歲
差

江
永
は
︑
地
圓
說
に
つ
い
て
は
�
確
に
﹁
古
に
必
ず
そ
の
法
が
あ
っ
た
﹂
と
営
べ
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
古
に
は
ま
だ
解
�
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
技
�
も
あ
っ
た
︒
歲
差
を
曆
に
反
映
さ
せ
る
技
�
で
あ
る
︒

こ
の
時

(筆
者
<
：
堯
の
時
代
)
は
︑
冬
至
は
︑
太
陽
が
虛
宿
の
附
:
に
あ
り
︑
黃
昏
に
昴
が
南
中
す
る
時
に
あ
た
り(31

)
︑
今
の
冬
至
は
︑
太

陽
が
斗
宿
の
附
:
に
あ
り
︑
黃
昏
に
壁
が
南
中
す
る
時
に
あ
た
る
︒
ど
の
星
に
當
た
る
か
が
衣
な
る
の
は
︑
天
に
三
六
五
度
と
四
分
の
一

度
が
あ
り
︑
歲
に
三
六
五
日
と
四
分
の
一
日
が
あ
る
が
︑
天
の
度
數
は

(筆
者
<
：
三
六
五
度
と
)
四
分
の
一
度
よ
り
は
多
く
︑
歲
日
は

(筆
者
<
：
三
六
五
日
と
)
四
分
の
一
日
よ
り
は
少
な
い(32

)
︒
故
に
天
の
度
數
は
常
に
*
穩
に
E
行
し
て
の
び
︑
日
D
は
常
に
內
側
を
め
ぐ
っ
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て
縮
み
︑
天
は
だ
ん
だ
ん
と
西
寄
り
に
な
っ
て
い
く
の
に
對
し
︑
歲
は
だ
ん
だ
ん
と
東
寄
り
に
な
っ
て
い
く
︒
こ
れ
が
歲
差
の
理
由
で
あ

る
︒
x
の
一
行
が
い
う
歲
差
と
は
こ
れ
で
あ
る
︒
古
曆
は
鯵
易
で
あ
っ
た
た
め
︑
ま
だ
歲
差
を
曆
に
反
映
さ
せ
る
技
�
を
!
築
で
き
な

か
っ
た
が
︑
時
に
應
じ
て
天
象
の
變
\
を
見
て
︑
修
正
し
て
天
に
合
う
よ
う
に
し
た
︒
東
晉
の
e
喜
に
至
っ
て
初
め
て
天
を
天
と
し
︑
歲

を
歲
と
し
て
︑
歲
差
の
方
法
を
立
て
て
そ
の
變
\
に
つ
い
て
い
け
る
よ
う
に
し
︑
お
よ
そ
五
〇
年
に
一
度
�
け
る(33

)
こ
と
と
し
た(34

)
︒

こ
こ
で
は
每
年
の
冬
至
が
ず
れ
る
原
因
に
つ
い
て
営
べ
て
い
る
︒
堯
の
時
代
の
冬
至
と
︑
今
の
冬
至
が
衣
な
る
理
由
は
歲
差
で
あ
る
︒
歲
差

と
は
︑
太
陽
や
4
の
引
力
が
地
球
の
地
軸
の
方
向
を
變
\
さ
せ
る
た
め
︑
春
分
點
が
黃
D
に
沿
っ
て
西
に
移
動
す
る
現
象
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ

り
︑
江
永
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
囘
歸
年
と
恆
星
年
と
の
閒
に
差
が
生
じ
る
︒
そ
の
た
め
閏
4
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
古
曆
は
鯵
易

で
あ
る
か
ら
︑
閏
4
を
入
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
を
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
は
な
く
︑
天
象
と
合
う
よ
う
に
�
宜
曆
を
修
正
し
て
い
た
と
�
識

し
て
い
る
の
で
あ
る(35

)
︒
閏
4
を
ど
の
よ
う
に
い
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
大
變
複
雜
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
江
永
が
︑﹁
古
曆
は
鯵
易
で
︑
そ
の

細
か
い
方
法
を
考
慮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
�
識
を
�
し
て
い
る
こ
と
に
<
目
し
た
い
︒

ま
た
江
永
は
︑
改
め
る
べ
き
曆
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
︒
少
し
で
も
差
が
出
て
く
れ
ば
す
ぐ
に
改
め
る
パ
タ
ー
ン
︑
長
年

の
觀
測
の
の
ち
差
が
出
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
改
め
る
パ
タ
ー
ン
︑
�
人
の
技
�
が
精
密
で
は
な
い
の
で
精
密
に
す
る
パ
タ
ー
ン
︑
�
人
の
方

法
が
煩
瑣
な
の
で
よ
り
鯵
�
に
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
黃
D
と
赤
D
の
閒
の
�
離

(古
は
廣
か
っ
た
が
今
は
だ
ん
だ
ん
狹
く
な
っ
て
い

る
)
お
よ
び
太
陽
の
周
轉
圓
と
從
圓
の
�
徑

(古
は
大
き
か
っ
た
が
今
は
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
る
)
に
つ
い
て
は
︑
常
理
の
外
で
E
行
し
て

い
る
の
で
隨
時
天
象
に
合
う
よ
う
に
N
整
す
る
し
か
な
い(36

)
︒
つ
ま
り
︑
曆
と
い
う
も
の
は
︑
何
十
年
︑
何
百
年
と
觀
測
を
續
け
る
こ
と
で
わ
か

る
こ
と
も
あ
る
し
︑
先
に
考
案
さ
れ
た
方
法
が
精
密
で
な
い
︑
あ
る
い
は
煩
瑣
で
あ
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
上
に
︑
法
則
を
確
立
で
き
な
い
パ

タ
ー
ン
も
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
人
類
が
�
初
か
ら
︑
完
H
な
曆
を
作
成
す
る
の
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
�
識
を
持
っ
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
︑
古
代
の
�
人
た
ち
は
一
體
何
を
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
江
永
は
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
�
T
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
︑
古
代

の
�
人
は
天
體
E
動
の
眞
理

(地
圓
說
)
の
大
枠
を
摑
ん
で
は
い
る
が
︑
實
際
に
曆
を
E
用
し
て
い
く
た
め
の
︑
詳
細
な
制
度
設
計
は
し
て
い
な
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い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
�
人
が
摑
ん
で
い
た
眞
理
に
:
づ
く
た
め
︑
詳
細
な
制
度
設
計
を
し
た
の
は
後
世
の
天
�
家
の
仕
事
な
の
で
あ
る
︒

(2
)
八
線
表

彼
が
︑
中
國
古
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
西
法
に
は
確
立
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
<
目
す
る
の
が
八
線
表
で
あ
る
︒
ま

ず
彼
は
東
西
曆
法
の
閒
に
あ
る
差
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
言
-
し
て
い
る
︒

梅
�
鼎
は
︑
中
西
二
法
は
も
と
も
と
同
じ
で
あ
り
︑
怨
曆
は
た
だ
そ
の
長
M
を
�
用
し
︑
舊
法
の
不
備
を
補
う
だ
け
で
あ
り
︑
五
星
に
お

け
る
S
點
の
計
算
や
︑
雲
行

(筆
者
<
：
赤
D
上
の
E
行
)
の
計
算
だ
け
が
︑
中
曆
の
缺
陷
の
重

な
部
分
で
あ
る
と
い
う
︒
も
し
そ
う
だ

と
す
る
と
︑
西
法
と
中
法
の
�
い
は
そ
れ
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か(37

)
︒

中
國
と
西
洋
の
曆
法
の
�
い
は
か
な
り
大
き
く
︑
梅
�
鼎
が
言
う
ほ
ど
そ
の
差
は
小
さ
く
な
い
︒
と
り
わ
け
八
線
表
は
︑
江
永
に
と
っ
て
︑

中
國
の
曆
法
を
補
う
も
の
と
し
て
重

で
あ
る
︒

三
角
比
に
よ
る
計
算
に
つ
い
て
は
︑
中
法
で
は
た
だ
直
角
と
句
股
だ
け
を
知
り
︑
鈍
角
や
銳
角
︑
弧
線
三
角
や
弧
矢
割
圓
に
つ
い
て
は
知

ら
な
い(38

)
︒
中
法
は
ま
だ
三
角
比
を
應
用
し
盡
く
し
て
い
な
い
が
︑
西
法
に
は
八
線
表
が
あ
り
︑
あ
ら
か
じ
め
無
數
の
句
股
を
設
定
し
て
あ

ら
ゆ
る
計
算
の
基
準
に
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
み
な
︑
中
國
の
曆
法
を
補
う
も
の
で
あ
る(39

)
︒

た
と
え
ば
三
角
關
數
に
つ
い
て
も
︑
中
國
の
曆
法
で
は
直
角
と
句
股
を
知
る
だ
け
で
︑
そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
は
詳
し
く
な
く
︑
西
洋
の
曆
法

が
八
線
表
を
�
し
︑
直
角
三
角
形
の
あ
ら
ゆ
る
比
例
關
係
を
內
m
し
て
︑
す
べ
て
の
計
算
の
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
と
比
べ
れ
ば
︑
そ
の
差
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
三
角
關
數
表
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
︑
江
永
が
見
た
も
の
は
ど
の
八
線
表
な
の
か
︒
三
角
關
數
表
は
天
�
學
と
共
に
發
展
し
た
︒

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス

(Ptolem
aios
K
laudios,85-165)
は
﹃
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
﹄
の
中
で
﹁
弦
の
表
﹂︑
す
な
わ
ち
正
弦
の
表
を
作
成
し
た
︒
一
〇

世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
で
は
六
種
の
三
角
關
數
が
用
い
ら
れ
︑
十
五
世
紀
に
は
六
〇
�
法
で
一
分
每
に
︑
五
桁
ま
で
の
sinθ

・
tanθ

の
表
が
作
ら
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れ
て
い
た
と
い
う
︒
そ
の
後
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
硏
究
が
�
め
ら
れ
︑
ミ
ュ
ー
ラ
ー

(Johann
M
üller,1436-1476)
が
�
初
の
三
角
關
數
表
を

刊
行
し
た

(T
abula
directionum
,
1490)
︒
ま
た
レ
テ
ィ
ク
ス

(G
eorge
Joachim
R
heticus,1514-1576)
は
10"

閒
q
の
角
度
に
對
す
る
關
數

値
を
小
數
點
以
下
�
低
一
〇
桁
ま
で
求
め
よ
う
と
し
た
が
︑
完
成
直
�
に
挫
折
し
た
︒
そ
の
仕
事
を
引
き
繼
い
だ
オ
ッ
ト
ー

(V
alentinus

O
tho,1550?-1603)
も
決
定
版
を
出
す
に
至
ら
ず
︑
ピ
テ
ィ
ス
ク
ス

(B
artholom
aeus
Pitiscus,1561-1613)
が
一
六
一
三
年
︑
改
訂
版
﹃
數

學
者
の
至
寶
︑
�
徑
を
1000
兆
單
位
と
し
て
與
え
た
正
弦
値
の
�
典
﹄
(T
hesaurusm
athem
aticussive
canon
sinuum
ad
radium
1
:00000
:

00000
:00000...)
を
出
版
し
完
成
さ
せ
た
︒
ピ
テ
ィ
ス
ク
ス
の
三
角
關
數
表
は
精
度
が
高
く
︑
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
K
用
さ
れ
た
︒﹃
崇
禎
曆

書
﹄
の
割
圓
八
線
表
は
︑
こ
の
﹃
至
寶
﹄
と
同
年
に
發
刊
さ
れ
た
三
角
關
數
表
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う(40

)
︒

『崇
禎
曆
書
﹄
に
引
用
さ
れ
る
八
線
表
は
︑
八
表

(八
つ
の
三
角
比
︑
sinθ

(正
弦
)・
versinθ

(正
矢
)・
cosθ

(餘
弦
)・
coversinθ

(餘
矢
)・

tanθ

(正
切
)・
secantθ

(正
割
)・
cotθ
(餘
切
)・
cosecθ

(餘
割
))
の
數
を
ま
と
め
た
表
で
あ
る
︒
江
永
の
念
頭
に
あ
る
八
線
表
も
﹃
崇
禎
曆

書
﹄
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒

八
線
表
に
關
し
て
江
永
は
︑
中
法
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
�
確
に
指
摘
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
江
永
は
八
線
表
と
關
聯
の
あ
る
黃
金

比
に
對
し
て
は
以
下
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

八
線
表
は
︑
正
弦
・
正
矢
・
餘
弦
・
餘
矢
は
圓
內
に
あ
り
︑
正
切
・
正
割
・
餘
切
・
餘
割
は
圓
外
に
あ
り
︑
西
洋
の
天
�
學
者
が
作
っ
た

も
の
で
あ
る
︒
そ
の
方
法
は
︑
大
圓
を
分
け
て
三
六
〇
度
と
し
︑
一
度
を
さ
ら
に
六
〇
分
に
分
け
︑
そ
の
一
分
が
み
な
八
線
を
�
し
て
お

り
︑
一
切
の
推
算
の
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
�
︑
魏
の
劉
)
・
晉
の
祖
冲
之
・
元
の
趙
友
欽
は
み
な
割
圓
�
で
圓
周
の
長
さ

を
求
め
る
方
法
に
は
詳
し
か
っ
た
が
︑
表
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
西
洋
に
お
い
て
八
線
表
は
創
始
さ
れ
︑﹃
大
測(41

)
﹄
と
い
う
一

書
が
こ
れ
を
專
ら
論
じ
︑
一
〇
邊
三
六
度
の
7
弦
を
求
め
︑
そ
れ
を
﹁
理
分
中
末
線
﹂
と
呼
び
︑
こ
れ
ら
を
得
る
と
目
怨
し
く
感
じ
る
︒

い
ま
こ
れ
を
見
る
と
︑
そ
の
數
は
河
圖
中
宮
の
五
と
十
か
ら
出
て
い
る(42

)
︒

歷
代
︑
中
國
の
學
者
た
ち
は
み
な
割
圓
�
に
よ
っ
て
圓
周
を
求
め
よ
う
と
し
て
き
た
が(43

)
︑
八
線
表
の
よ
う
な
詳
細
な
表
を
作
る
に
は
至
ら
な
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(『崇禎曆書』、上海：上海古籍出版社、2009 年、1226頁)

【圖 2】 『崇禎曆書』の八線表 (18° 附:)



か
っ
た
︒
し
か
も
西
洋
で
は
︑
こ
の
八
線
表
を
用
い
て
︑﹁
理
分
中
末
線
﹂
(黃
金
比(44
))

を
作
っ
た
と
い
い
︑
さ
ら
に
そ
の
數
は
︑
河
圖
の
中
宮

五
と
十
か
ら
出
た
と
い
う
︒
一
體
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
は
い
う
︒

河
圖
の
中
宮
の
十
の
數
を
股
と
し
︑
五
の
數
を
句
と
し
︑
股
は
句
の
倍
と
な
り
︑
句
は
股
の
�
分
と
な
る(45

)
︒

ま
ず
︑
河
圖
の
十
を
股
︑
五
を
句
と
す
る
三
角
形
を
設
け
る(46

)
︒

句
を
自
乘
し
て
二
五
︑
股
を
自
乘
し
て
一
〇
〇
︑
二
つ
の
冪
を
足
し
て
一
二
五
︒
*
方
根
を
開
い
て
弦
を
求
め
︑
一
一
・
一
八
〇
三
三
九

を
得
る
︒(47

)

そ
し
て
句
の
自
乘
と
股
の
自
乘
を
合
わ
せ
︑
弦
の
數


1

2
5

を
計
算
し
︑
そ
の
*
方
根
を
開
く
と
︑
11.180339
と
な
る
︒

句
の
五
を
弦
か
ら
減
じ
﹁
句
弦
�
﹂
と
し
︑
六
・
一
八
〇
三
三
九
で
あ
る(48

)
︒

續
い
て
﹁
句
弦
�
﹂
す
な
わ
ち
弦
か
ら
句
を
引
き
︑

1
2

5
−

5

︑
つ
ま
り
6.180339
を
得
る
︒
な
ぜ
こ
の
値
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に

つ
い
て
は
後
営
す
る
︒

江
永
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
︑﹃
È
何
原
本
﹄
の
方
法
で
あ
る
︒﹃
È
何
原
本
﹄
で
は
︑
句

5

(A
C
)
・
股
10
(A
B
)
と
な
る
直
角
三
角
形
を
描
く
︒
そ
し
て
C
A=

C
P
と
な
る
よ
う
な
點
P
を
と
り
︑

B
P=

B
Q
と
な
る
よ
う
な
點
Q
を
と
る(49

)
︒
股
上
に
︑
A
Q=

B
R
と
な
る
よ
う
な
點
R
を
と
る
︒
弦

(B
C
)

は


1

2
5

︑﹁
句
弦
�
﹂

1
2

5
−

5

は
︑
B
P
で
あ
り
︑
か
つ
︑
B
Q
で
あ
り
︑
A
R
で
あ
る
︒

A
R
2=

(1
2

5
−

5

)2=

150−
101

2
5

B
R×

A
B=

{10−

(1
2

5
−

5
)}×
10=

150−

101
2

5

ゆ
え
に
A
R
2=

B
R×

A
B

A
R=

b
︑
B
R=

a︑
A
B=

a+

b
と
す
る
と
︑
b2=

a2+

ab
と
な
る
︒
黃
金
比
は

a
:b=

b
:
(a+

b)

で
あ
る
か
ら
︑
b2=

a2+

ab
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
A
R
：
B
R
に
お
い
て
黃
金
比
が
成
立
し
て
い
る(50

)
︒
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【圖 3】 黃金比の作圖



句
を
1
︑
股
を
2
と
考
え
れ
ば
︑

1
2

5
−

5
=

5(5
−

1

)=

6.180339
で
あ
り
︑

5
−

1
=

1.236067
と
な
る
︒

5
−

1

を
2
で
割
り
︑
1

を
足
す
と
︑


5

−
1

2
+

1=
1

+


5

2
=

1.6180339
と
な
る
︒
こ
れ
は
﹁
理
分
中
末
線
﹂
と
一
致
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
黃
金
比
に
お
い
て
は
︑

a=

1
の
と
き
︑

b2=
a2+
ab

b=
1

±


5

2

b>

0
よ
り
︑
b=

1
+


5

2

だ
か
ら
で
あ
る
︒

�
営
し
た
﹁
句
弦
�
﹂
(弦−

句

=

5(5
−

1

))
は
︑
sin18°

に
20
を
乘
じ
た
も
の

で
あ
る
︒
ま
た
︑
以
下
の
よ
う
に
営
べ
る
︒

八
線
表
は
︑
�
徑
に
H
數
の
十
を
用
い
︑﹁
句
弦
�
﹂
(弦−

句
)
は
六
一
八
〇
三

三
九
︑
す
な
わ
ち
﹁
一
〇
邊
三
六
度
の
7
弦
﹂
で
あ
る(51

)
︒

こ
こ
で
い
う
﹁
一
〇
邊
三
六
度
の
7
弦
﹂
は
︑
�
徑
10
の
圓
に
內
接
す
る
正
十
角

形
の
一
邊
の
長
さ
で
あ
り
︑
5(5

−

1)
と
な
る(52

)
︒

Δ

O
A
B
の

O
か
ら
︑
A
B
に
垂
直
に
S
わ
る
よ
う
に

O
P
を
引
く
と
︑

∠

A
O
P=

18°

︑
A
B=


5

−

1
よ
り

sin18°=

12
A

B

O
A
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【圖 4】 正十角形



sin18°=
5




5
−

1


2
×

11
0

sin18°=
5




5
−

1


2
0

す
な
わ
ち
︑
5(5

−

1)=

sin18°×

20
と
な
る
︒

以
上
の
計
算
の
プ
ロ
セ
ス
を
ま
と
め
る
と
︑
河
圖
の
數
で
あ
る
10・
5
を
そ
れ
ぞ
れ
句
・
股
と
し
て
︑
弦
を
計
算
し
︑﹁
弦
減
句
﹂
(弦−

句
)

つ
ま
り

1
2

5
−

5

を
計
算
す
る
︒
こ
れ
は
︑
sin18°

に
20
を
乘
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
sin18°

は
八
線
表
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

1
2

5
−

5

か
ら
は
さ
ら
に
﹁
理
分
中
末
線
﹂
も
]
き
出
せ
る
︒
以
上
の
作
業
を
7
し
て
︑
江
永
は
以
下
の
よ
う
に
結
論
附
け
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
十
邊
7
弦
の
數
は
︑
實
の
と
こ
ろ
五
と
十
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
十
は
河
圖
の
中
宮
で
あ
る
か
ら
︑

�
も
*
ら
か
で
中
和
す
る
と
こ
ろ
に
︑
�
も
神
妙
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
西
人
は
そ
の
方
法
を
隱
し
惜
し
み
︑
こ
の
線
の

こ
と
を
神
分
線
と
呼
ん
だ
が
︑
神
妙
な
も
の
が
目
の
�
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か(53

)
︒

正
十
角
形
の
一
邊
の
長
さ
は
︑
實
の
と
こ
ろ
五
と
十
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
︑
五
と
十
は
河
圖
の
中
宮
で
あ
り
︑
�
も
*
ら
か
で
中
和
す
る
と

こ
ろ
に
︑
�
も
神
妙
な
現
象
が
隱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
西
洋
人
は
そ
の
方
法
を
惜
し
み
隱
し
︑
こ
れ
を
﹁
神
分
線
﹂
と
呼
ん
だ
が
︑
實
は
こ

の
神
妙
な
現
象
は
︑
河
圖
の
數
と
し
て
目
の
�
に
あ
っ
た
︒
江
永
に
と
っ
て
︑
西
洋
が
=
ぶ
﹁
黃
金
比
Ñ
﹂
も
河
圖
の
中
に
﹁
あ
っ
た
﹂
こ
と

に
な
る
︒
江
永
の
こ
の
よ
う
な
︑
河
圖
と
西
洋
數
學
と
の
關
聯
附
け
は
︑
一
見
︑
西
學
を
强
引
に
中
國
の
古
代
思
想
に
結
び
附
け
た
牽
强
附
會

の
よ
う
に
も
見
え
︑﹁
西
學
中
源
說
﹂
を
唱
え
た
學
者
た
ち
と
相
�
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
︒
兩
者
の
閒
に
�
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
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4

戴
震
﹃
句
股
割
圓
記
﹄
に
お
け
る
三
角
法
の
取
り


い
と
の
比
�

戴
震
も
ま
た
︑
三
角
法
に
對
し
硏
究
を
重
ね
︑
中
法
と
の
聯
關
を
考
え
た
人
物
で
あ
る
︒
梅
�
鼎
の
三
角
法
は
優
れ
て
い
た
が
︑
川
原
秀
城

に
よ
れ
ば
﹁
執
筆
の
時
�
が
衣
な
り
︑
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
!
成
も
瓜
一
さ
れ
て
い
な
﹂
か
っ
た
︒
戴
震
が
三
角
法
に
つ
い
て
解

說
し
た
﹁﹃
句
股
割
圓
記
﹄
は
基
本
�
着
想
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
梅
�
鼎
に
依
存
し
︑
怨
し
い
數
學
知
識
を
ま
っ
た
く
附
け
加
え
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
い
た
っ
て
!
成
�
な
い
し
系
瓜
�
で
あ
り
︑
一
個
の
原
理
︱
︱
｢句
股
比
例
﹂
を
も
っ
て
H
Ó
を
解
釋
し
つ
く
し
︑
*
面

と
球
面
の
三
角
法
を
の
べ
き
っ
て
い
る(54

)
﹂
と
い
う
︒
江
永
は
︑
句
股
定
理
を
用
い
︑
ま
た
︑
三
角
法
や
八
線
表
を
用
い
て
黃
金
比
を
計
算
し
た

が
︑
戴
震
は
三
角
法
そ
の
も
の
の
中
に
園
底
し
て
句
股
定
理
を
見
出
し
て
い
き
︑
あ
ら
ゆ
る
定
理
を
說
�
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
以
下
︑

川
原
秀
城
﹁
戴
震
と
西
洋
曆
算
學
﹂
(ï
(5
)
參
照
)
に
依
據
し
な
が
ら
說
�
し
た
い
︒

戴
震
の
﹃
句
股
割
圓
記
﹄
は
上
卷
が
︑
*
面
の
三
角
法

(*
三
角
法
)
を


い
︑
中
卷
が
球
面
の
直
角
三
角
法

(正
弧
三
角
法
)
を


い
︑
下

卷
が
球
面
の
一
般
三
角
法

(t
弧
三
角
法
)
を


っ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
上
卷
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
︒

『周
髀
算
經
﹄
に
は
三
*
方
の
定
理
を
営
べ
た
記
営
が
あ
る
︒
戴
震
は
︑
三
角
八
線
に
關
し
て
︑
當
時
の
用
語

(正
弦
や
正
切
な
ど
)
で
は
な

く
︑
彼
自
身
の
5
語

(內
矩
分

(sinθ

)・
(外
)
矩
分

(tanθ
)・
徑
引
數

(secθ

)・
Ô
內
矩
分

(cosθ

)・
Ô
矩
分

(cotθ

)・
Ô
引
數

(cosecθ

))
を

K
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
用
語
は
﹃
周
髀
算
經
﹄
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
周
髀
算
經
﹄
は
﹁
準
w
の
矩
﹂
と
い
う
三
角
測
量
に
用
い

る
儀
器
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
と
考
え
た
︒
三
角
八
線
の
相
互
關
係
は
︑
直
角
三
角
形
の
相
似
と
︑
相
似
に
生
じ
る
比
例

(句
股
比
例
)
に

基
づ
い
て
]
き
出
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば

內
矩
分
sinθ

：
Ô
內
矩
分
cosθ

：
徑
隅

(弦
)
1

=

矩
分
tanθ

：
圓
�
徑
1

：
徑
引
數
secθ

=

圓
�
徑
1
：
Ô
矩
分
cotθ

：
Ô
引
數
cosecθ

― 95 ―

95



を
]
き
出
し
︑
こ
れ
ら
の
相
似
比
に
基
づ
い
て
︑
tanθ=

s
in

θ

c
o

s
θ

な
ど
︑
三
角

八
線
の
互
奄
式
を
]
く
と
い
う(55

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
す
べ
て
を
句
股
に
よ
り
三
角
法
を
解
く
の
は
﹁
數
學
�
に
は

か
え
っ
て
�
步
し
て
い
る
と
い
う
べ
き(56

)
﹂
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
H
卷
を
つ

ら
ぬ
く
︑
句
股
比
例
に
よ
る
三
角
八
線
法
の
解
析(57

)
﹂
は
非
常
に
園
底
し
て
お
り
︑

﹁
戴
震
が
論
證
性
に
乏
し
い
中
國
の
傳
瓜
�
記
営
法
に
あ
き
た
ら
ず
︑
梅
�
鼎

の
思
考
解
釋
を
お
し
す
す
め
て
︑
三
角
法
の
H
體
を
句
股
比
例
に
よ
っ
て
位
置

づ
け
︑
そ
れ
を
一
書
中
に
論
理
�
か
つ
系
瓜
�
に
の
べ
つ
く
し
た(58

)
﹂
と
川
原
は

1
價
す
る
︒

た
だ
し
當
然
の
こ
と
な
が
ら
︑﹃
周
髀
算
經
﹄
が
営
べ
る
の
は
三
*
方
の
定
理
に
'
ぎ
ず
︑
三
角
八
線
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
こ
こ
ま
で
詳

細
な
記
営
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹃
周
髀
算
經
﹄
の
句
股
�
に
よ
っ
て
園
底
�
に
三
角
法
を
基
礎
附
け
た
戴
震
に
と
っ
て
︑

�
人
と
は
︑
や
は
り
す
べ
て
を
見
7
す
こ
と
の
で
き
る
存
在
な
の
で
は
な
い
か
︒

江
永
は
︑
三
角
關
數
表
は
西
洋
の
學
者
が
作
り
出
し
︑
歲
差
に
關
す
る
詳
細
な
設
計
は
後
世
の
天
�
家
が
考
え
た
と
し
た
が
︑
黃
金
比
や
地

圓
に
つ
い
て
は
︑
古
代
の
�
人
は
す
で
に
理
解
し
て
い
た
と
考
え
た
︒
�
者
が
︑
何
が
し
か
の
理
論
に
基
づ
き
︑
そ
の
理
論
を
具
體
\
し
て
い

く
た
め
の
技
�
だ
と
す
れ
ば
︑
後
者
は
そ
の
技
�
の
根
本
と
な
る
理
論
で
あ
る
︒
戴
震
の
場
合
は
︑
三
角
關
數
の
互
奄
式
や
定
理
な
ど
︑
江
永

と
比
べ
れ
ば
︑
か
な
り
詳
細
な
と
こ
ろ
ま
で
�
人
が
理
解
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
戴
震
の
場
合
も
︑
江
永
と
同
じ
よ
う

に
理
論
と
技
�
と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
よ
う
な
側
面
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

:
C
光
男
に
よ
れ
ば
︑
戴
震
は
﹁
一
般
に
�
獻
の
性
質
を
︑
い
わ
ば
�
.
と
特
殊
・
原
理
と
應
用
・
法
則
と
記
錄
と
い
っ
た
二
つ
に
辨
別
し
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(『戴震H書』24、合肥：黃山書社、2010 年、
153頁より作成)

【圖 5】 戴震『句股割圓記』上、第十七圖



て
か
か
る
態
度
が
あ
る
︒
例
え
ば
同
じ
く
天
象
記
事
が
載
っ
て
い
る
に
し
て
も
︑﹃
周
髀
算
經
﹄
の
記
営
は
千
古
に
亙
っ
て
�
.
�
に
Õ
當
す

る
眞
理
で
あ
る
と
�
め
る
が
︑﹃
夏
小
正
﹄
の
記
錄
は
特
定
の
時
代
に
の
み
�
合
す
る
現
象
と
�
め
る(59

)
﹂
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
戴
震
に
と
っ

て
は
︑
三
角
法
の
互
奄
式
は
�
.
�
な
原
理
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
す
で
に
﹃
周
髀
算
經
﹄
に
描
か
れ
て
い
た
︑
つ
ま
り
�
人
は
す
で
に
見
7
し

て
い
た
の
で
あ
る
︒
:
C
は
戴
震
の
﹃
周
禮
﹄
考
工
記
に
對
す
る
態
度
に
つ
い
て
︑﹁
〈考
工
記
﹀
と
い
う
も
の
を
戴
氏
は
第
二
義
�
な
經
︑
經

に
Ô
ぐ
も
の
︑
と
考
え
て
經
そ
の
も
の
と
區
別
す
る
﹂﹁﹃
周
禮
﹄
そ
の
も
の
は
極
め
て
嚴
肅
な
も
の
と
0
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
考
工
記
﹂
は
そ
れ
と
は
衣
質
の
も
の
と
し
て
︑
そ
の
=
嚴
さ
か
ら
解
放
し
て


お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る(60

)
﹂﹁﹃
周

禮
﹄
の
そ
れ
が
法
則
で
あ
れ
ば
﹃
詩
經
﹄
の
そ
れ
は
記
錄
な
の
で
あ
る
︒
し
て
み
れ
ば
﹃
周
禮
﹄
そ
の
も
の
に
對
し
て
︑
そ
の
中
に
あ
り
な
が

ら
︑
す
で
に
衣
質
の
部
分
と
し
て
�
識
さ
れ
て
い
る
﹁
考
工
記(61

)
﹂
は
技
�
の
記
錄
な
の
で
あ
る(62

)
﹂
と
営
べ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
戴
震
は
客
觀
�
な
知
を
�
.
�
・
原
理
�
な
科
學
と
︑
具
體
�
・
應
用
�
な
技
�
と
に
分
け
て
考
え
︑
�
人
が
豫
見
す
べ
き
も

の
は
あ
く
ま
で
�
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
�
人
は
す
べ
て
を
豫
見
で
き
る
と
い
う
點
で
は
︑
江
永
も
戴
震
も
變
わ

ら
ず
︑
兩
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
︑
中
國
古
代
の
�
人
が
眞
理
を
摑
ん
で
い
た
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
江
永
の
場
合
は
︑

だ
か
ら
と
言
っ
て
︑
中
國
が
優
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
點
に
特
�
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
�
後
に
考
察

し
て
み
た
い
︒

結
論

江
永
の
立
場
は
お
そ
ら
く
︑
眞
理
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
�
.
�
に
存
在
し
て
お
り
︑
�
人
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
摑
ん
で
い
て
當
然
︑

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
1
價
す
べ
き
は
そ
の
後
の
人
閒
の
努
力
な
の
で
あ
る
︒

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
︑
天
界
か
ら
火
と
い
う
技
�
を
盜
ん
だ
こ
と
で
ゼ
ウ
ス
の
怒
り
を
か
っ
た
︒
彼
が
登
場
す
る
以
�
は
︑

火
と
い
う
技
�
は
天
界
に
の
み
存
在
し
︑
我
々
人
閒
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
樣
々
な
演
劇
が
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を


っ
て
き
た
が
︑
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盜
人
と
し
て


わ
れ
る
こ
と
も
︑
英
雄
と
し
て


わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
單
な
る
盜
人
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
我
々
に
�
利
な

技
�
を
與
え
た
英
雄
な
の
だ
ろ
う
か
︒
江
永
な
ら
ば
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を
英
雄
と
し
て


う
の
で
は
な
い
か(63

)
︒

江
永
は
地
圓
や
黃
金
比
は
眞
理
で
あ
り
︑
そ
れ
は
も
と
も
と
存
在
し
て
い
る
と
考
え
た
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
ら
の
說
を
應
用
し
役
立
て
る
た
め

に
は
︑
ま
ず
︑
眞
理
を
解
き
�
か
し
た
上
で
︑
我
々
に
も
K
う
こ
と
の
で
き
る
技
�
と
し
て
×
き
上
げ
る
努
力
が
必

で
あ
り
︑
そ
れ
こ
そ
が

重

だ
と
考
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
江
永
が
1
價
す
る
の
は
︑
�
人
が
摑
ん
で
い
た
眞
理
に
少
し
で
も
:
づ
き
︑
プ
ロ
・
メ
テ
イ
ア

(先
へ
の

思
慮
)
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
人
閒
の
努
力
な
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
技
�
を
副
Ô
�
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
戴
震
と
の

閒
に
は
差
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
︑
江
永
が
見
出
し
た
︑
こ
の
よ
う
な
人
閒
の
應
用
能
力
へ
の

强
い
�
待
こ
そ
が
戴
震
へ
と
 
け
繼
が
れ
︑
實
證
性
を
保
ち
な
が
ら
︑
古
典
と
い
う
﹁
眞
理
﹂
を
解
き
�
か
そ
う
と
す
る
淸
�
考
證
學
と
し
て

結
晶
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

江
永
は
確
か
に
︑
技
�
を
高
く
1
價
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
理
論
・
法
則
の
重

性
を
凌
ぐ
も
の
で
は
な
い
︒
理
論
・
法
則
は
﹁
�

人
が
﹂
摑
ん
で
い
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る(64

)
︒
こ
こ
に
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
�
な
技
�
よ
り
も
理
論
を
優
先
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー(65

)
が
垣
閒
見
え

る
︒
戴
震
の
場
合
も
︑
經
を
理
論
の
書
と
し
︑
經
に
Ô
ぐ
古
典
を
技
�
の
書
と
す
る
以
上
︑
理
論
の
優
位
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
︒
と
り
わ

け
戴
震
の
場
合
は
︑
政
治
�
D
德
と
結
び
附
い
た
知
こ
そ
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
點
に
位
置
す
る
の
だ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
江
永
の
場
合
は
︑
こ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
あ
く
ま
で
維
持
し
た
上
で
︑
い
か
に
人
閒
が
技
�
を
×
い
て
い
く
の
か
と
い
う
點
に
重

點
が
あ
る(66

)
︒
�
人
が
﹁
眞
理
﹂
を
知
っ
て
い
る
の
は
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
︒
我
々
人
閒
が
で
き
る
こ
と
は
︑
具
體
�
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
︑
知
識
や
技
�
を
×
き
上
げ
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
︒
江
永
が
重
ん
じ
た
の
は
︑
絕
え
閒
な
く
﹁
知
﹂
を
!
築
し
て
い
く
そ
の
'
(
そ
の
も

の
は
な
の
で
は
な
い
か
︒
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�(1
)
た
と
え
ば
6
律
學
で
あ
る
︒
�
漢
の
劉
歆
は
︑
傳
瓜
�
な
樂
律
算

出
法
で
あ
る
三
分
損
益
法
を
體
系
\
し
︑
樂
律
學
を
易
學
・
天
�
曆

法
・
度
量
衡
制
と
結
び
附
け
︑
そ
の
後
の
律
曆
思
想
の
大
き
な
枠
組

を
作
っ
た
︒
�
の
朱
載
堉
は
︑
樂
律
・
天
�
曆
法
・
度
量
衡
︑
こ
の

世
界
を
!
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
制
度
︑
そ
し
て
人
閒
ま
で
も
が
︑
河

圖
・
洛
書
の
理
に
よ
っ
て
同
貫
さ
れ
る
世
界
を
理
想
と
し
た
︒
律
・

曆
・
度
を
易
の
理
論
で
同
貫
さ
せ
る
枠
組
は
劉
歆
の
律
曆
思
想
の
影

�
を
 
け
︑
河
圖
・
洛
書
を
用
い
た
象
數
易
は
蔡
元
定
の
影
�
が
大

き
い
︒
朱
載
堉
は
三
分
損
益
法
を
批
/
し
︑
劉
歆
の
漢
制
と
︑
そ
れ

に
依
據
し
た
蔡
元
定
ら
を
嚴
し
く
批
/
す
る
が
︑
朱
載
堉
は
彼
ら
に

大
き
な
影
�
を
 
け
て
い
る
︒
田
中
�
紀
﹃
中
國
の
6
樂
思
想
：
朱

載
堉
と
十
二
*
均
律
﹄
第
八
違
・
第
十
一
違
・
第
十
三
違
︑
東
京
：

東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
八
年
︒

(2
)
朱
載
堉
は
從
來
︑
實
證
�
義
�
な
側
面
が
1
價
さ
れ
て
き
た
が
︑

筆
者
は
む
し
ろ
︑
彼
が
實
驗
の
結
果
を
無
視
し
て
で
も
︑
自
分
の
理

想
と
す
る
世
界
觀
を
優
先
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
十
二
*
均
律
を
生
ん
だ
︑

つ
ま
り
︑
理
論
�
側
面
こ
そ
が
十
二
*
均
律
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
科
學
革
命
を

論
じ
る
中
で
営
べ
る
よ
う
に
︑﹁
實
際
に
物
理
�
な
世
界
觀
を
變
え

た
の
は
︑
理
性
で
は
な
く
て
︑
w
Û
鏡
と
い
う
人
工
の
器
具
で
あ
っ

た
︒
つ
ま
り
怨
し
い
知
識
は
︑
觀
照
︑
觀
察
︑
思
辨
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑
製
作
を
事
と
す
る
︿
工
作
人
﹀
が
積
極
�

に
割
り
I
ん
で
き
た
結
果
︑
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
﹂︒
科
學
の

飛
Ü
�
な
發
展
に
は
︑
や
は
り
技
�
の
地
位
が
向
上
し
︑
物
理
�
世

界
觀
そ
の
も
の
を
變
容
さ
せ
て
い
く
必

が
あ
る
︒
ハ
ン
ナ
・
ア
レ

ン
ト
著
︑
志
水
i
雄
譯
﹃
人
閒
の
條
件
﹄︑
東
京
：
筑
Ý
書
Þ
︑
一

九
九
四
年
︑
四
三
七
頁
︒

(3
)
｢(筆
者
<
：
中
國
の
天
�
學
は
)
天
體
現
象
の
觀
測
と
曆
法
の
整

備
と
い
う
こ
と
が
中
心
課
題
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
外
の
天
�
學
�
領

域
は
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
漢
代
の
こ
ろ
に
は

蓋
天
說
や
渾
天
說
が
行
わ
れ
て
︑
宇
宙
!
5
論
の
問
題
が
と
り
あ
げ

ら
れ
た
が
︑
中
國
の
�
�
が
�
展
す
る
に
つ
れ
︑
こ
う
し
た
分
野
は

官
僚
と
し
て
の
天
�
學
者
か
ら
は
H
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
︒﹂
藪
內
淸
﹃
中
國
の
天
�
曆
法
﹄︑
東
京
：
*
凡
社
︑
一
九
六
九

年
︑
一
〇
頁
︒

(4
)
錢
穆
﹃
中
國
:
三
百
年
學
�
�
﹄︑
北
京
：
商
務
印
書
館
︑
一
九

九
七
年
︑
三
三
九−

三
四
〇
頁
︒
蘇
正
D
﹁
江
永
生
*
學
行
考
営
﹂︑

﹃
儒
家
典
籍
與
思
想
硏
究
﹄︑
第
八
輯
︑
北
京
：
北
京
大
學
出
版
社
︑

二
〇
一
六
年
︑
八
七−

一
〇
三
頁
︒

(5
)
川
原
秀
城
﹁
戴
震
と
西
洋
曆
算
學
﹂︑﹃
西
學
東
漸
と
東
ア
ジ
ア
﹄︑

東
京
：
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
〇
九
頁
︒

(6
)
:
C
光
男
﹃
淸
�
考
證
學
の
硏
究
﹄︑
東
京
：
硏
�
出
版
︑
一
九

八
七
年
︑
二
八
八
頁
︒

(7
)
戴
震
は
﹁
義
理=

D
は
經
書
の
言
語
を
超
脫
し
て
は
存
在
し
え
ず
︑

小
學
・
訓
詁
と
D
と
は
聯
續
す
る
と
い
う
淸
儒
に
共
�
さ
れ
た
�
識

の
も
と
に
︑
�
字
↓
言
語
↓
�
人
の
D
と
い
う
實
證
�
義
�
な
方
法

理
念
を
打
ち
立
て
た
﹂
(;
口
雄
三
︑
丸
山
松
幸
︑
池
田
知
久
Z

﹃
中
國
思
想
�
\
事
典
﹄︑
東
京
：
東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
一
年
︑
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濱
口
富
士
雄
執
筆
﹁
考
據
學
﹂︑
四
〇
〇
頁
)︒
皖
"
は
﹁
見
識
を

も
っ
て
�
初
に
假
說
を
立
て
︑
證
據
を
積
み
重
ね
て
假
說
の
正
し
さ

を
論
證
し
︑
個
別
事
象
の
背
後
に
あ
る
論
理
を
解
�
し
て
い
く
の
が

特
�
で
あ
る
﹂
(井
ノ
口
哲
也
﹃
入
門

中
國
思
想
�
﹄︑
東
京
：
勁

草
書
Þ
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
三
四
頁
)︒

(8
)
石
井
剛
﹃
戴
震
と
中
國
:
代
哲
學
：
漢
學
か
ら
哲
學
へ
﹄︑
東

京
：
知
泉
書
館
︑
二
〇
一
四
年
︑
二
〇
二
頁
︒

(9
)
同
上
︑
二
〇
三
頁
︒

(10
)
同
上
︒

(11
)
｢宣
城
能
用
西
學
︑
江
氏
則
爲
西
人
M
用
而
已
︒﹂
羅
士
琳
﹃
續
疇

人
傳
﹄
卷
四
九
︑
錢
大
昕
傳
︑
北
京
：
中
華
書
局
︑
一
九
九
一
年
︑

二
九
頁
︒

(12
)
江
曉
原
﹁
試
論
淸
代
﹁
西
學
中
源
﹂
說
﹂︑﹃
自
然
科
學
�
硏
究
﹄

第
七
卷
第
二
�
︑
一
九
八
八
年
︑
一
〇
一−
一
〇
八
頁
︒

(13
)
同
上
︑
一
〇
三
頁
︒

(14
)
藪
內
淸
﹁
中
國
の
宇
宙
!
5
論
﹂︑﹃
藪
內
淸
著
作
集
﹄
第
三
卷
︑

東
京
：
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
七
五
頁
︒

(15
)
｢在
︑
察
也
︒
美
珠
謂
之
璿
︒
璣
︑
機
也
︑
以
璿
g
璣
︑
M
以
象

天
體
之
轉
E
也
︒
衡
︑
橫
也
︒
謂
衡
簫
也
︒
以
玉
爲
管
︑
橫
而
設
之
︑

M
以
窺
璣
︑
而
齊
七
政
之
E
行
︑
á
今
之
渾
天
儀
也
︒
七
政
︑
日
4

五
星
也
︒
七
者
E
行
於
天
︑
�
遲
�
i
︑
�
順
�
j
︑
á
人
君
之
�

政
事
也
︒
此
言
舜
初
攝
位
︑
整
理
庶
務
︑
首
察
璣
衡
︑
以
齊
七
政
︒

蓋
曆
象
â
時
︑
M
當
先
也
︒
按
︑
渾
天
儀
者
︑
天
�
志
云
︑
言
天
體

者
三
家
︑
一
曰
周
髀
︑
二
曰
宣
夜
︑
三
曰
渾
天
︒
⁝
渾
天
說
曰
︑
天

之
形
狀
︑
似
鳥
卵
︑
地
居
其
中
︑
天
m
地
外
︑
á
卵
之
裹
黃
︑
圓
如

彈
丸
︑
故
曰
渾
天
︑
言
其
形
體
渾
渾
然
也
︒
其
�
以
爲
天
�
n
地
上
︑

�
在
地
下
︒
其
天
居
地
上
︑
見
者
一
百
八
十
二
度
�
强
︑
地
下
亦
然
︒

⁝
此
必
古
�
其
法
︑
ã
秦
而
滅
︒﹂﹃
禮
書
綱
目
﹄
卷
五
三
︑
曆
數
︑

補
︑
臺
北
：
臺
聯
國
風
出
版
社
︑
京
都
：
中
�
出
版
社
︑
一
九
七
四

年
︑
六
七
三
頁
下
︒
蔡
沈
Z
︑
王
豐
先
點
校
﹃
書
集
傳
﹄
卷
一
︑
北

京
：
中
華
書
局
︑
二
〇
一
八
年
︑
一
〇−

一
一
頁
︒﹃
禮
書
綱
目
﹄

の
原
�
は
︑
乾
隆
V
の
諱
を
æ
け
︑﹁
曆
﹂
の
字
を
﹁
厤
﹂
に
作
る

が
︑
本
稿
で
は
﹁
曆
﹂
に
改
め
て
引
用
す
る
︒

(16
)
江
永
は
︑
中
國
古
代
か
ら
渾
天
說
が
存
在
し
︑
さ
ら
に
そ
の
渾
天

說
と
は
︑
球
形
の
天
の
中
に
球
形
の
地
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
と
考
え
た
が
︑
實
際
に
は
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
︒
後
漢
の
張

衡
﹃
渾
天
儀
﹄
で
は
渾
天
を
雞
卵
に
た
と
え
︑
地
を
雞
卵
の
黃
身
に

た
と
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
藪
內
淸
に
よ
れ
ば
︑﹃
渾
天
儀
﹄
は
も

ち
ろ
ん
︑
後
世
の
�
獻
に
お
い
て
地
球
說
を
信
じ
た
も
の
は
な
か
っ

た
︒
十
七
世
紀
の
�
末
に
宣
敎
師
が
來
て
初
め
て
地
球
說
を
知
る
こ

と
と
な
る
が
︑
江
永
だ
け
で
は
な
く
複
數
の
學
者
が
︑
こ
の
雞
卵
の

比
喩
を
根
據
に
し
て
︑
中
國
に
は
古
く
か
ら
地
球
說
が
あ
っ
た
と
�

張
し
た
︒
ち
な
み
に
渾
天
說
に
お
い
て
は
︑
天
は
卵
殻
の
よ
う
に
ç

い
固
體
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
天
球
を

水
晶
の
よ
う
に
è
�
な
物
體
と
し
て
捉
え
︑
天
體
を
載
せ
て
囘
轉
す

る
と
考
え
た
の
に
類
似
す
る
︒
藪
內
淸
﹁
中
國
の
宇
宙
!
5
論
﹂︑

﹃
藪
內
淸
著
作
集
﹄
第
三
卷
︑
東
京
：
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑

二
七
三−

二
七
四
頁
︒

(17
)
江
永
の
思
考
方
式
に
つ
い
て
は
張
祺
が
﹁
江
永
は
西
洋
天
�
學
を

完
H
に
信
用
し
て
お
り
︑
西
洋
の
曆
の
モ
デ
ル
が
宇
宙
の
眞
實
の
E
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動
方
式
で
あ
る
と
考
え
た
だ
け
で
な
く
︑
そ
こ
か
ら
]
き
出
さ
れ
る

結
論
に
つ
い
て
も
信
用
し
て
い
た
︒
一
旦
古
代
の
記
錄
と
合
わ
な
い

と
な
れ
ば
︑
そ
の
記
錄
に
{
り
が
あ
る
と
す
ぐ
に
斷
定
し
た
の
で
あ

る
﹂﹁
江
永
の
說
は
完
H
に
西
學
に
お
け
る
推
理
演
繹
に
r
重
し
て

い
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
張
祺
﹁
梅
�
鼎
和
江
永
�
囘
歸
年
é
長

法
﹂︑﹃
內
蒙
古
師
範
大
學
學
報
﹄
(自
然
科
學
漢
�
版
)︑
第
三
七
卷

第
五
�
︑
二
〇
〇
八
年
︑
七
〇
二
頁
︒
�
営
し
た
よ
う
に
︑
一
般
�

に
は
︑
中
國
の
天
�
學
は
曆
計
算
に
重
き
を
置
き
︑
宇
宙
!
5
自
體

は
そ
れ
ほ
ど
議
論
の
對
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒

(18
)
た
と
え
ば
張
祺
は
︑
江
永
は
理
氣
論
に
よ
っ
て
西
學
の
天
�
學
を

理
解
し
て
い
た
と
い
う
︒﹁
江
永
﹃
?
梅
﹄
宇
宙
論
中
�
﹁
理
氣
﹂

解
﹂︑﹃
蘭
臺
世
界
﹄︑
二
〇
一
三
年
第
九
�
︑
七
九
頁
︒

(19
)
梅
�
鼎
は
以
下
の
よ
う
に
說
�
し
て
い
る
︒
地
圓
で
あ
る
か
ら
︑

南
に
二
五
〇
里
行
け
ば
︑
南
の
星
々
は
一
度
分
多
く
見
え
る
が
︑
北

極
は
一
度
低
く
見
え
る
︒
北
に
二
五
〇
里
行
け
ば
︑
北
極
は
一
度
高

く
見
え
る
が
︑
南
の
星
々
は
一
度
分
少
な
く
見
え
る
︒﹁
南
行
二
百

五
十
里
則
南
星
多
見
一
度
︑
而
北
極
低
一
度
︒
北
行
二
百
五
十
里
︑

則
北
極
高
一
度
︑
而
南
星
少
見
一
度
︒
若
地
非
正
圓
︑
何
以
能
然
︒﹂

梅
�
鼎
﹃
曆
學
疑
問
﹄
一
︑
論
地
圓
可
信
︑
叢
書
集
成
三
Z
︑﹁
梅

氏
叢
書
輯

﹂
卷
四
六
︑
臺
北
：
藝
�
印
書
館
︑
一
九
七
二
年
︑
二

〇
頁
︒
梅
�
鼎
の
地
圓
說
に
つ
い
て
は
︑
李
g
﹃
梅
�
鼎
1
傳
﹄︑

南
京
：
南
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
二
七−

二
二
八
頁
を

參
照
︒

(20
)
梅
�
鼎
は
︑
諸
々
の
理
由
か
ら
地
圓
說
の
正
し
さ
を
論
じ
た
後
︑

太
陽
と
4
が
一
直
線
上
に
竝
び
︑
4
に
n
わ
れ
る
と
き
に
�
こ
る
現

象

(﹁
日
食
時
日
4
同
度
︑
爲
4
M
掩
﹂)
と
し
て
日
食
を
說
�
し
︑

﹁
亦
易
知
之
事
﹂
と
営
べ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
李
g
は
︑﹁
日
食
は
太

陽
が
4
に
j
ら
れ
て
�
こ
る
も
の
で
︑
そ
の
食
さ
れ
た
部
分
の
緣
が

圓
形
で
あ
る
か
ら
︑
4
が
球
形
で
あ
る
こ
と
が
證
�
で
き
る
﹂﹁
彼

(筆
者
<
：
梅
�
鼎
)
は
日
食
に
つ
い
て
ì
じ
た
後
に
﹁
亦
易
知
之

事
﹂
と
営
べ
る
が
︑
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
﹁
地
掩
日
﹂
(筆
者

<
：
地
球
が
太
陽
の
光
を
j
る
︑
す
な
わ
ち
4
食
)
と
日
食
が
も
た

ら
す
現
象
が
同
じ
D
理
で
あ
る
こ
と
を
m
含
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒﹃
曆
學
疑
問
補
﹄
卷
一
︑
論
周
髀
中
卽
�
地

圓
之
理
︑
百
部
叢
書
集
成
第
二
四
九
〇
册
︑﹁
藝
海
珠
塵
﹂︑
臺
北
：

藝
�
印
書
館
︑
一
九
六
四−

一
九
六
八
年
︑
六
頁
︒
李
g
﹃
梅
�
鼎

1
傳
﹄︑
南
京
：
南
京
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
二
七−

二

二
八
頁
を
參
照
︒

(21
)
｢問
地
爲
圓
形
︒
周
圍
九
萬
里
︑
南
北
則
以
二
極
之
低
昻
而
知
之

(南
北
行
二
百
五
十
里
極
高
下
差
一
度
)︒
東
西
則
以
4
食
之
早
晚
而

知
之

(地
赤
D
徑
東
西
相
�
七
千
五
百
里
︑
則
4
食
先
後
差
一
時
)︒

此
惟
知
曆
者
能
信
︒
印
必
如
西
人
a
海
數
萬
里
︑
見
南
極
出
地
數
十

度
︑
而
後
可
驗
︒
若
拘
儒
之
見
︑
不
出
戶
牖
︑
囿
於
方
隅
︑
s
疑
人

不
可
側
立
︑
水
不
可
倒
懸
︒
吿
以
地
圓
︑
謂
其
言
á
河
漢
也
︑
奈
何
︒

曰
︑
地
之
綿
亘
甚
廣
︑
其
圓
也
以
漸
︑
人
雖
繞
地
行
一
周
︑
恆
以
足

履
地
︑
首
載
天
︑
必
無
倒
立
之
時
︒
水
之
附
地
而
液
︑
亦
á
是
也
︒

今
試
泛
舟
於
江
湖
︑
登
舟
之
高
處
w
之
︑
水
之
來
不
見
其
端
︑
水
之

去
不
見
其
尾
︑
但
ñ
�
灣
f
之
形
︑
惟
舟
M
到
卽
是
高
處
︑
此
何
故

也
︒
人
目
能
w
數
十
里
︑
此
數
十
里
卽
以
漸
而
圓
故
也
︒
而
地
圓
之

�
可
見
者
︑
如
4
食
於
地
景
︑
4
之
虧
必
作
灣
形
︑
由
地
景
圓
故
也
︒
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K
地
不
圓
何
以
�
此
圓
景
乎
︒﹂﹃
數
學
﹄
卷
一
︑
論
地
圓
︑
守
山
閣

叢
書
本
景
印
︑
叢
書
集
成
初
Z
︑
上
海
：
商
務
印
書
館
︑
九−

一
〇

頁
︒

(22
)
『曆
學
疑
問
補
﹄
卷
一
︑
論
周
髀
中
卽
�
地
圓
之
理
︑
四−

六
頁
︑

論
周
髀
M
傳
之
說
必
在
x
e
以
�
︑
一
二−

一
三
頁
︑
同
ï

(20
)︒

(23
)
｢梅
先
生
謂
︑
周
髀
中
卽
�
地
圓
之
理
︑
印
謂
︑
周
髀
M
傳
之
說
︑

必
x
e
以
�
︒
此
皆
篤
論
︒
自
古
籍
散
[
︑
中
土
曆
家
既
失
其
說
︑

而
印
雜
以
臆
度
之
見
無
理
之
談
︑
如
云
地
�
八
z
︑
印
云
地
�
水
載
︑

印
云
地
�
四
游
︑
種
種
�
論
︑
塗
人
耳
目
︒
⁝
今
地
圓
之
說
大
顯
︑

是
數
千
年
來
失
者
復
得
︒
曆
家
據
以
爲
測
算
之
根
︑
而
儒
家
亦
籍
爲

窮
理
之

︑
可
不
謂
厚
幸
乎
︒﹂﹃
數
學
﹄
卷
一
︑
同
ï

(21
)︑
一

一−

一
二
頁
︒

(24
)
｢單
居
離
問
於
曾
子
曰
︑
天
圓
而
地
方
者
ó
�
之
乎
︒
曾
子
曰
︑

離
而
聞
之
云
乎
︒
單
居
離
曰
︑
弟
子
不
察
︑
此
以
敢
問
也
︒
曾
子
曰
︑

天
之
M
生
上
首
︑
地
之
M
生
下
首
︑
上
首
之
謂
圓
︑
下
首
之
謂
方
︑

如
ó
天
圓
而
地
方
︑
則
是
四
角
之
不
揜
也
︒﹂﹃
大
戴
禮
記
﹄
曾
子
天

圆
第
五
八
︑
四
部
叢
刊
第
十
五
册
︑
經
部
︑
七
頁
︒﹃
曆
學
疑
問
﹄

一
︑
論
地
圓
可
信
︑
同
ï

(19
)︑
二
一
頁
に
引
用
す
る
︒

(25
)
｢梅
先
生
引
大
戴
禮
曾
子
答
單
居
離
之
問
︑
以
證
地
圓
之
論
︑
古

已
�
之
︒
極
確
︒
愚
謂
︑
易
大
傳
曰
坤
至
靜
而
德
方
︑
中
庸
曰
振
河

海
而
不
洩
︑
皆
地
圓
之
證
也
︒
方
言
其
德
︑
則
形
體
非
方
︑
可
知
矣
︒

水
附
於
地
而
液
︑
地
振
之
而
不
洩
︑
則
地
面
四
周
�
水
︑
非
是
水
載

可
知
矣
︒﹂﹃
數
學
﹄
卷
一
︑
同
ï

(21
)︑
一
二−

一
三
頁
︒

(26
)
｢至
靜
而
德
方
者
︑
地
體
不
動
是
至
靜
︑
生
物
不
õ
是
德
能
方

正
︒﹂﹃
周
易
﹄
坤
卦
︑
�
言
傳
︑
孔
穎
F
駅
︒

(27
)
｢今
夫
天
︑
斯
昭
昭
之
多
︑
-
其
無
窮
也
︑
日
4
星
辰
繫
焉
︑
萬

物
n
焉
．
今
夫
地
︑
一
撮
土
之
多
︑
-
其
廣
厚
︑
載
華
嶽
而
不
重
︑

振
河
海
而
不
洩
︑
萬
物
載
焉
．
今
夫
山
︑
一
卷
石
之
多
︑
-
其
廣
大
︑

草
木
生
之
︑
禽
獸
居
之
︑
寶
藏
興
焉
．
今
夫
水
︑
一
勺
之
多
︑
-
其

不
測
︑
黿
鼉
︑
蛟
龍
︑
魚
鼈
生
焉
︑
貨
財
殖
焉
︒﹂
朱
熹
は
﹁
振
︑

收
也
﹂
と
<
し
︑﹁
こ
の
四
條
は
︑
み
な
絕
え
閒
な
く
大
き
く
盛
り

上
が
っ
て
い
き
︑
物
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
天
・
地
・
山
・
川
が
本
當
に
纍
積

し
て
後
に
大
き
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
讀
者
は
言
葉
に
よ
っ
て

0
味
を
捉
え
損
ね
て
は
い
け
な
い

(此
四
條
︑
皆
以
發
�
由
其
不
貳

不
息
以
致
盛
大
而
能
生
物
之
0
︒
然
天
・
地
・
山
・
川
︑
實
非
由
積

纍
而
後
大
︒
讀
者
不
以
辭
ù
0
可
也
)﹂
と
営
べ
て
い
る
︒﹃
中
庸
違

句
﹄
第
二
六
違
︑﹃
朱
子
H
書
﹄
六
︑
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
・

合
肥
：
安
)
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
五
二
頁
︒

(28
)
地
圓
說
の
 
容
に
つ
い
て
は
︑
陳
美
東
・
陳
暉
﹁
�
末
淸
初
西
方

地
圓
說
在
中
國
�
傳
播
與
反
�
﹂︑﹃
中
國
科
技
�
料
﹄
第
二
一
卷
第

一
�
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
六−

一
二
頁
を
參
照
︒
ま
た
︑
安
大
玉
は

﹁
リ
ッ
チ
を
含
む
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
に
直
接
學
ん
だ
人
々
が
︑
西

學
の
完
H
な
る
優
越
性
を
�
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
の

 
容
を
荏
え
た
論
理
は
︑﹁
禮
失
而
求
之
野
﹂﹁
天
子
失
官
︑
學
在
四

夷
﹂﹁
東
海
西
海
︑
心
同
理
同
﹂
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
︑
徐
光
}
や

李
之
藻
ら
も
ま
た
西
洋
の
理
論
が
﹁
古
已
�
之
﹂
と
考
え
た
が
︑
そ

れ
は
西
洋
の
理
論
を
理
解
し
︑
 
容
す
る
た
め
の
方
�
に
'
ぎ
な
い

と
論
じ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹁
經
學
�
世
界
觀
と
華
夷
思
想
か
ら
見

れ
ば
︑﹁
古
已
�
之
﹂
は
容
易
く
﹁
西
學
中
源
說
﹂
に
繫
が
る
﹂
と
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営
べ
て
い
る

(﹃
�
末
西
洋
科
學
東
傳
�

『天
學
初
函
﹄
器
Z
の
硏

究
﹄︑
東
京
：
知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
〇
六−

二
〇
七
頁
)︒

江
永
は
西
學
の
優
越
を
�
め
る
立
場
に
:
い
の
で
︑
徐
光
}
や
李
之

藻
ら
と
同
樣
に
︑
西
學
 
容
の
た
め
の
方
�
だ
と
も
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
︒

(29
)
『曆
學
疑
問
補
﹄
卷
一
︑
論
地
實
圓
體
而
�
背
面
︑
一
三−

一
四

頁
︒

(30
)
『崇
禎
曆
書
﹄
は
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
重

な
西

洋
天
�
書
を
網
羅
し
︑
ú
譯
し
て
い
る
︒
中
國
側
の
徐
光
}
・
李
之

藻
の
指
]
の
も
と
に
︑
鄧
玉
函
・
羅
ü
谷
・
湯
若
w
な
ど
の
イ
エ
ズ

ス
會
士
が
參
加
し
た
︒
鄧
玉
函
は
ガ
リ
レ
イ
と
も
S
友
が
あ
り
︑
ケ

プ
ラ
ー
と
も
S
涉
が
あ
っ
た
︒
藪
內
淸
に
よ
れ
ば
︑
地
動
說
に
つ
い

て
︑﹃
西
洋
怨
法
曆
書
﹄
に
お
い
て
は
︑
古
來
�
も
著
名
な
天
�
學

者
と
し
て
︑
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
・
ブ
ラ
ー
エ
の
四
人
が
擧
げ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
四
人
の
著
営

の
內
容
が
ご
く
鯵
單
に
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
大
著

に
つ
い
て
は
︑
各
卷
の
內
容
を
ご
く
鯵
略
に
紹
介
し
︑
例
え
ば
第
一

卷
は
﹁
地
動
を
圖
解
す
﹂
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
地
動
說
に
つ
い
て
詳

し
い
記
営
は
見
ら
れ
な
い
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
非
難
し
た
よ
う
な
强

い
記
営
も
な
い
と
い
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹃
崇
禎
曆
書
﹄
に
お
い
て
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
說
が
ほ
と
ん
ど
說
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
︑
彼

等
の
宗
敎
�
r
見
に
よ
る
と
結
論
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
︒
例
え

ば
鄧
玉
函
は
︑
ガ
リ
レ
イ
が
何
故
地
動
說
の
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
ほ

ど
熱
中
す
る
の
か
驚
い
て
い
る
︒
ガ
リ
レ
イ
の
宗
敎
裁
/
に
つ
い
て

は
問
題
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
︑
一
般
の
イ
エ
ズ
ス
會
士
は
ガ
リ
レ

イ
の
學
力
に
大
き
な
=
敬
を
拂
っ
て
い
た
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑﹃
崇

禎
曆
書
﹄
を
Z
纂
し
た
宣
敎
師
た
ち
は
十
分
に
地
動
說
の
重

性
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
曆
計
算
を
す
る
上
で
︑
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
も
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
も
何
ら
變
わ
り
な
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
︒

ち
な
み
に
藪
內
は
︑
ケ
プ
ラ
ー
の
楕
圓
說
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
﹃
曆

象
考
成
﹄
後
Z
(一
七
四
一
年
)
で
は
︑﹃
崇
禎
曆
書
﹄
Z
纂
の
當
時

と
は
�
っ
て
︑
0
識
�
に
地
動
說
を
紹
介
せ
ず
︑
宗
敎
�
な
r
見
が

か
な
り
荏
�
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
藪
內
淸
﹁
:
世

中
國
に
傳
え
ら
れ
た
西
洋
天
�
學
﹂︑﹃
藪
內
淸
著
作
集
﹄
第
三
卷
︑

東
京
：
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
三
八−

二
四
四
頁
︒

(31
)
『尙
書
﹄
堯
典
に
は
﹁
四
中
星
﹂
と
呼
ば
れ
る
記
事
が
あ
り
︑
冬

至
に
つ
い
て
は
﹁
日
短
星
昴
︑
以
正
仲
冬
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
昏

の
時
に
昴
が
南
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
仲
冬
(冬
至
)
を
正
し
た

も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒

(32
)
歲
差
の
知
識
を
天
�
表
に
初
め
て
取
り
入
れ
た
の
は
︑
南
�
梁

の
祖
沖
之
の
大
�
曆
(五
一
〇
年
)
で
あ
り
︑
周
天
度
數
を

3
6

5
1

0
4

4
9

3
9

4
9

1

度
と
し
︑
一
年
を3

6
5

9
5

8
9

3
9

4
9

1

と
し
た
︒
故
に
︑
天
の
度

數
は
三
六
五
度
と
四
分
の
一
度
よ
り
は
多
く
︑
歲
日
は
三
六
五
日
と

四
分
の
一
日
よ
り
は
少
な
い
︒

(33
)
三
四
〇
年
頃
︑
e
喜
が
歲
差
を
發
見
し
︑
冬
至
に
お
け
る
太
陽
の

位
置
が
五
十
年
に
一
度
の
割
合
で
西
に
移
動
す
る
と
考
え
た
︒
藪
內

淸
﹃
中
國
の
天
�
曆
法
﹄︑
同
ï

(3
)︑
三
〇
七
頁
︒

(34
)
｢此
冬
至
日
在
虛
昏
中
昴
︑
今
冬
至
日
在
斗
昏
中
壁
︒
中
星
不
同

者
︑
蓋
天
�
三
百
六
十
五
度
四
分
度
之
一
︑
歲
�
三
百
六
十
五
日
四

分
日
之
一
︑
天
度
四
分
之
一
而
�
餘
︑
歲
日
四
分
之
一
而
不
足
︒
故
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天
度
常
*
E
而
舒
︑
日
D
常
內
轉
而
縮
︑
天
漸
差
而
西
︑
歲
漸
差
而

東
︒
此
歲
差
之
由
︒
x
一
行
M
謂
歲
差
者
是
也
︒
古
曆
鯵
易
︑
未
立

差
法
︑
但
隨
時
占
候
︑
修
改
以
與
天
合
︒
至
東
晉
e
喜
始
以
天
爲
天
︑

以
歲
爲
歲
︑
乃
立
差
以
^
其
變
︑
�
以
五
十
年
�
一
度
︒﹂﹃
禮
書
綱

目
﹄
卷
五
三
︑
曆
數
︑
補
︑
同
ï

(15
)︑
六
七
三
頁
上
︒

(35
)
藪
內
淸
に
よ
れ
ば
︑
周
代
初
�
に
は
歲
の
s
わ
り
に
十
三
4
を
入

れ
て
N
整
し
て
い
た

(歲
s
置
閏
)
が
︑
そ
れ
が
規
則
正
し
い
置
閏

だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
く
︑﹁
經
驗
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
︑
十
九

年
周
�
法
に
氣
づ
き
︑
十
九
年
に
七
囘
の
閏
4
を
お
く
こ
と
に
よ
っ

て
季
T
を
う
ま
く
N
T
す
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
︒

そ
の
後
︑
二
十
四
T
氣
が
成
立
す
る
中
で
︑
歲
の
s
わ
り
で
は
な
く
︑

任
0
の
4
に
閏
を
置
く
方
法

(歲
中
置
閏
)
が
確
立
し
た
︒﹃
中
國

の
天
�
曆
法
﹄︑
同
ï

(3
)︑
二
七
五−
二
八
〇
頁
︒

(36
)
｢ñ
覺
其
差
而
卽
改
者
⁝
必
甚
久
而
後
可
改
者
⁝
�
�
人
立
法
未

精
改
之
加
密
者
⁝
�
�
人
用
法
稍
煩
改
之
而
徑
捷
者
⁝
若
夫
黃
赤
相

�
之
雲
︑
古
闊
而
今
漸
狹
︑
太
陽
本
輪
均
輪
之
�
徑
︑
古
大
而
今
漸

小
︒
此
二
差
出
於
常
理
之
外
︑
�
不
知
若
何
而
始
︑
後
不
知
若
何
而

極
︑
非
法
之
M
能
馭
︑
惟
隨
時
密
測
改
表
以
合
天
行
耳
︒﹂﹃
數
學
﹄

卷
一
︑
論
曆
法
隨
時
修
改
︑
同
ï

(21
)︑
五
二−

五
三
頁
︒

(37
)
｢問
梅
先
生
謂
︑
中
西
二
法
本
同
︑
怨
曆
但
�
用
其
長
︑
以
補
舊

法
之
未
備
︑
惟
五
星
�
S
點
︑
�
雲
行
︑
是
中
曆
缺
陷
之
大
端
︒
然

則
西
法
之
衣
於
中
法
︑
止
此
一
事
與
︒﹂﹃
數
學
﹄
卷
一
︑
論
中
西
法

衣
者
多
端
︑
同
ï

(21
)︑
四
六
頁
︒

(38
)
藪
內
淸
に
よ
れ
ば
﹁
古
く
は
圓
弧
と
矢
の
關
係
︑
圓
周
の
長
さ
を

內
接
正
多
角
形
の
邊
長
の
極
限
と
し
て
算
出
す
る
問
題
が
あ
り
︑
元

の
郭
守
敬
に
至
っ
て
球
面
三
角
法
の
解
法
が
論
ぜ
ら
れ
た
﹂
が
︑

﹁
こ
の
種
の
問
題
が
綜
合
�
に
取


わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑

�
末
・
淸
初
の
西
洋
數
學
の
三
角
法
が
輸
入
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
﹂

と
い
う
︒﹁
戴
震
の
曆
算
學
﹂︑﹃
藪
內
淸
著
作
集
﹄
第
二
卷
︑
東

京
：
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
八
年
︑
四
四
四
頁
︒

(39
)
｢若
三
角
立
算
︑
中
法
只
知
�
直
角
・
句
股
而
不
知
鈍
角
・
銳
角

與
弧
線
三
角
・
弧
矢
割
圓
︒
中
法
未
盡
其
用
而
西
法
則
�
八
線
表
︑

預
定
無
數
句
股
以
爲
一
切
測
算
之
準
繩
︒
此
皆
�
補
於
中
曆
者
也
︒﹂

﹃
數
學
﹄
卷
一
︑
論
中
西
法
衣
者
多
端
︑
同
ï

(21
)︑
四
七
頁
︒

(40
)
小
曾
根
淳
﹁
紅
毛
液
と
し
て
傳
來
し
た
測
量
�
に
つ
い
て

(Ⅱ
)：
三
角
關
數
表
の
傳
來
と
二
つ
の
經
路

(數
學
�
の
硏
究
)﹂︑

﹃
數
理
解
析
硏
究
M
ì
究
錄
別
册
﹄︑
京
都
大
學
︑
二
〇
一
四
年
︑
一

一
二−

一
二
三
頁
︒﹁
江
戶
の
數
學
﹂︑
國
立
國
會
圖
書
館
︑
https
:

//w
w
w
.ndl.go.jp/m
ath/s1/c8.htm
l︑
�
s
ア
ク
セ
ス
：
二
〇

一
九
年
五
4
二
〇
日
︒

(41
)
『大
測
﹄
(一
六
三
一
年
)
は
鄧
玉
函

(Johann
T
errenz,1576-

1630)
が
Z
譯
し
た
も
の
で
︑
�
に
三
角
八
線
の
性
質
と
三
角
關
數

表
の
作
り
方
・
K
い
方
を
說
�
し
て
い
る

(錢
寶
琮
Z
・
川
原
秀
城

譯
﹃
中
國
數
學
�
﹄︑
東
京
：
み
す
ず
書
Þ
︑
一
九
九
〇
年
︑
二
四

九
頁
)︒﹃
大
測
﹄
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
成
立
'
(
や
版
本
に
つ
い
て
︑

董
�
・
秦
濤
校
釋
﹃﹃
大
測
﹄
校
釋
︑
附
﹃
割
圓
八
線
表
﹄﹄
(上

海
：
上
海
S
7
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
)
-
び
董
�
・
陳
円
*

﹁
中
國
第
一
部
三
角
學
譯
著
﹃
大
測
﹄
�
底
本
與
版
本
硏
究
﹂
(﹃
中

國
科
技
�
雜
誌
﹄
第
三
八
卷
第
二
�
︑
二
〇
一
七
年
)
が
詳
細
に
論

じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
淸
初
に
三
角
法
が
ど
の
よ
う
に
硏
究
さ
れ
た
か
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に
つ
い
て
は
︑
董
�
﹁
淸
初
三
角
學
硏
究
中
�
科
學
訴
求
﹂
(﹃
科
學

技
�
哲
學
硏
究
﹄
第
三
四
卷
第
六
�
︑
二
〇
一
七
年
)
が
︑
數
學
原

理
の
探
求
︑
公
式
と
算
法
の
鯵
略
\
︑
精
度
の
向
上
と
い
う
三
點
か

ら
詳
細
に
論
じ
て
い
る
︒

(42
)
｢八
線
表
者
︑
正
弦
・
正
矢
・
餘
弦
・
餘
矢
在
圓
內
︑
正
切
・
正

割
・
餘
切
・
餘
割
在
圓
外
︑
大
西
洋
天
學
家
M
5
︒
其
法
︑
分
大
圓

爲
三
百
六
十
度
︑
每
一
度
分
爲
六
十
分
︑
第
一
分
皆
具
八
線
︑
M
以

爲
一
切
測
算
之
准
繩
︒
�
此
魏
劉
)
・
晉
祖
冲
之
・
元
趙
友
欽
︑
皆

精
割
圓
之
�
求
圓
徑
之
實
數
︑
然
皆
不
能
作
表
︒
西
士
始
創
爲
之
︑

�
大
測
一
書
專
論
之
︑
其
求
十
邊
三
十
六
度
之
7
弦
︑
謂
之
理
分
中

末
線
︑
得
之
甚
奇
︒
以
今
觀
之
︑
其
數
出
于
河
圖
中
宮
之
五
與
十

也
︒﹂﹃
河
洛
精
蘊
﹄
卷
六
︑
論
三
Ñ
連
比
例
之
理
︑
北
京
：
學
苑
出

版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
二
八
七−

二
八
八
頁
︒

(43
)
劉
)
﹃
九
違
算
�
<
﹄
(魏
末
晉
初
)
は
︑
初
め
て
割
圓
�
を
K

い
て
圓
周
Ñ
を
計
算
し
た
︒
圓
に
內
接
す
る
正
多
角
形
の
面
積
は
︑

圓
の
面
積
よ
り
小
さ
い
︒
正
多
角
形
の
邊
數
が
增
え
れ
ば
增
え
る
ほ

ど
︑
正
多
角
形
の
面
積
は
圓
に
接
:
す
る
︒
劉
)
は
︑
圓
に
內
接
す

る
正
三
〇
七
二
角
形
の
面
積
を
求
め
︑
圓
周
Ñ=

3.1416
を
實
證
し

た
︒
祖
沖
之

(四
二
九−

五
〇
〇
︑
劉
宋
の
人
)
は
劉
)
の
割
圓

�
に
基
づ
き
︑
小
數
第
八
位
ま
で
求
め
︑
3.1415926<

π
<

3.1415927
と
し
た
︒
(錢
寶
琮
Z
・
川
原
秀
城
譯
﹃
中
國
數
學
�
﹄︑

同
ï

(41
)︑
四
六
頁
)︒

(44
)
線
分
を
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
時
︑
長
い
部
分
と
短
い
部
分
と
の

比
が
︑
線
分
H
體
と
長
い
部
分
の
比
と
等
し
く
な
る
比
Ñ
で
︑
1
:

1.618
と
な
る
︒
黃
金
比
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
發
見
さ
れ
て
以
來
︑

人
閒
の
目
に
�
も
美
し
く
映
る
比
Ñ
と
し
て
︑
樣
々
な
5
形
に
K
用

さ
れ
て
き
た
︒

(45
)
｢河
圖
中
宮
十
數
爲
股
︑
五
數
爲
句
︑
是
股
得
句
之
倍
︑
句
得
股

之
�
也
︒﹂﹃
河
洛
精
蘊
﹄
卷
六
︑
理
分
中
末
線
出
河
圖
中
宮
說
︑
同

ï

(42
)︑
二
八
九
頁
︒

(46
)
以
下
︑﹃
河
洛
精
蘊
﹄
の
讀
解
と
數
式
に
つ
い
て
は
︑
何
世
强

﹁﹃
河
洛
精
蘊
﹄
之
神
分
線
﹇
理
分
中
末
線
﹈
與
正
弦
︑
餘
弦

18°

︑

36°

︑
72°

之
根
號
式
﹂
(http
://w
w
w
.360doc.com
/docum
en

t/16/0721/21/11311924_577388220.shtm
l︑
�
s
ア
ク
セ
ス
：

二
〇
一
九
年
五
4
二
八
日
)
を
參
照
し
た
︒

(47
)
｢句
自
乘
二
十
五
︑
股
自
乘
一
百
︑
合
冪
一
百
二
十
五
︒
開
方
求

弦
︑
得
一
萬
一
千
一
百
八
十
〇
三
三
九
︒﹂﹃
河
洛
精
蘊
﹄
卷
六
︑
理

分
中
末
線
出
河
圖
中
宮
說
︑
同
ï

(42
)︑
二
八
九
頁
︒

(48
)
｢以
句
五
減
弦
爲
句
弦
�
︑
六
千
一
百
八
十
〇
三
三
九
︒﹂
同
上
︒

(49
)
『È
何
原
本
﹄
で
は
黃
金
比
を
算
出
す
る
に
あ
た
り
︑︻
圖
3
︼
の

A
B

:A
R

:R
B

が
連
比
例
を
爲
す
こ
と
を
證
�
す
る
︒
R
B
上
に
長
方

形
を
描
き
︑
そ
の
高
さ
を
A
B
と
す
る
︒
ま
た
︑
A
R
を
一
邊
と
す

る
正
方
形
を
描
く
︒
こ
の
長
方
形
と
正
方
形
は
同
じ
面
積
に
な
る

(﹃
È
何
原
本
﹄
卷
二
︑
第
十
一
題
)︒

卽
ちA

B
×

R
B

=
A

R


A
R

=
a

と
す
る
と

b
a

+
b

=
a



a
+

b

a
=

ab
つ
ま
り
︑

A
B

A
R

=
A

R

R
B

で
あ
り
︑A

B
:A

R
:R

B

が
連
比
例
を
爲
す
︒
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(50
)
直
角
三
角
形
か
ら
作
圖
し
て
黃
金
比
を
求
め
る
に
は
︑
以
下
の
よ

う
な
方
法
も
あ
る

(︻
圖
3
︼
を
參
照
)︒
A
C=

12

A
B
と
な
る
よ

う
な
直
角
三
角
形
を
描
き
︑
A
C=

C
P
と
な
る
よ
う
な
點
P
を
と

り
︑
B
P=

B
Q
と
な
る
よ
う
な
點
Q
を
と
る
︒
す
る
と
︑

B
Q

A
Q

は

黃
金
比
と
な
る
︒

(51
)
｢八
線
表
�
徑
用
H
數
如
十
︑
則
句
弦
�
六
一
八
〇
三
三
九
︑
卽

十
邊
三
十
六
度
之
7
弦
︒﹂﹃
河
洛
精
蘊
﹄
卷
六
︑
理
分
中
末
線
出
河

圖
中
宮
說
︑
同
ï

(42
)︑
二
八
九
頁
︒

(52
)
ま
ず
正
五
角
形
を
描
き
︑
そ
の
後
︑
三
角
比
の
公
式
を
用
い
て
一

邊
の
長
さ
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(53
)
｢其
M
得
十
邊
7
弦
之
數
︑
實
生
于
五
與
十
︑
而
十
卽
河
圖
之
中

宮
︑
至
*
中
�
至
奇
焉
︒
西
人
祕
惜
其
法
︑
謂
此
線
爲
神
分
線
︑
豈

知
神
奇
卽
在
目
�
哉
︒﹂﹃
河
洛
精
蘊
﹄
卷
六
︑
理
分
中
末
線
出
河
圖

中
宮
說
︑
同
ï

(42
)︑
二
八
九
頁
︒

江
永
が
河
圖
と
黃
金
比
を
結
び
附
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
い
く
つ

か
の
論
�
が
す
で
に
論
じ
て
い
る
︒
蔣
�
・
李
思
孟
は
江
永
の
試
み

を
紹
介
す
る
ほ
か
︑
中
國
醫
學
の
﹁
五
E
六
氣
﹂
說
に
も
黃
金
比
と

の
關
聯
が
見
ら
れ
る
な
ど
︑
樣
々
な
古
代
學
說
の
中
に
黃
金
比
が
�

示
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
る

(﹁
鯵
論
中
國
古
代
數
學
中
�
﹁
黃
金
分

割
Ñ
﹂﹂︑﹃
自
然
辯
證
法
硏
究
﹄︑
二
〇
〇
三
年
第
一
一
�
︑
二
五−

二
九
頁
)
が
︑
こ
の
よ
う
な
觀
點
は
す
で
に
批
/
さ
れ
て
い
る

(王

汝
發
﹁
再
談
﹁
中
國
古
代
數
學
中
�
﹁
黃
金
分
割
Ñ
﹂｣
︱
︱
與
蔣

�
・
李
思
孟
先
生
商
榷
﹂︑﹃
自
然
辯
證
法
硏
究
﹄︑
二
〇
〇
四
年
第

七
�
︑
一
〇
四−

一
〇
六
頁
)︒
董
�
・
王
洩
東
は
﹃
È
何
原
本
﹄

の
黃
金
比
に
依
據
し
な
が
ら
樣
々
な
硏
究
を
行
っ
た
淸
代
�
�
の
學

者
を
紹
介
し
︑
西
洋
數
學
を
い
か
に
應
用
し
て
い
っ
た
か
を
論
じ
て

い
る
が
︑
江
永
に
つ
い
て
は
﹁
牽
强
附
會
﹂
と
批
/
す
る

(﹁
�
淸

中
算
家
對
理
分
中
末
線
�
硏
究
﹂︑﹃
內
蒙
古
師
範
大
學
學
報
﹄
(自

然
科
學
漢
�
版
)︑
二
〇
〇
八
年
第
四
�
︑
五
七
三−

五
七
八
頁
)︒

江
永
の
理
論
は
確
か
に
﹁
牽
强
附
會
﹂
で
し
か
な
い
︒
し
か
し
本
稿

は
︑
江
永
が
一
方
で
非
常
に
客
觀
�
に
西
學
の
優
越
を
論
じ
な
が
ら

も
︑﹁
牽
强
附
會
﹂
�
な
態
度
を
と
っ
て
ま
で
︑
西
洋
由
來
の
理
論

を
中
國
傳
瓜
學
�
に
結
び
附
け
よ
う
と
し
た
︑
そ
の
兩
面
性
の
中
か

ら
︑
江
永
の
﹁
知
﹂
へ
の
態
度
を
讀
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

(54
)
川
原
秀
城
﹁
戴
震
と
西
洋
曆
算
學
﹂︑
同
ï

(5
)︑
二
〇
五
頁
︒

(55
)
一
般
の
三
角
法
に
句
股
比
例
を
そ
の
ま
ま
K
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
︑
各
頂
點
か
ら
對
邊
に
垂
線
を
下
ろ
し
︑
六
つ
の
直
角
三

角
形
を
つ
く
り
︑
そ
の
怨
た
な
句
股
形
に
つ
い
て
再
び
相
似
比
を
用

い
れ
ば
︑
正
弦
定
理
な
ど
を
]
き
出
せ
る
︒
川
原
秀
城
﹁
戴
震
と
西

洋
曆
算
學
﹂︑
同
ï

(5
)︑
一
九
四−

一
九
五
頁
︒

(56
)
藪
內
淸
﹁
戴
震
の
曆
算
學
﹂︑
同
ï

(38
)︑
四
四
八
頁
︒

(57
)
川
原
秀
城
﹁
戴
震
と
西
洋
曆
算
學
﹂︑
同
ï

(5
)︑
二
〇
六
頁
︒

(58
)
同
上
︒

(59
)
:
C
光
男
﹃
淸
�
考
證
學
の
硏
究
﹄︑
同
ï

(6
)︑
二
七
五−

二

七
六
頁
︒

(60
)
同
上
︑
二
七
四
頁
︒

(61
)
:
C
は
﹁﹃
考
工
記
﹄
は
後
獲
の
�
料
で
補
わ
れ
た
も
の
と
い
う

經
學
�
上
の
一
般
7
念
﹂
を
指
摘
し
な
が
ら
も
﹁
戴
氏
の
﹃
考
工

記
﹄
に
對
す
る
�
識
を
單
に
經
學
�
上
の
一
般
7
念
に
も
と
づ
く
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
i
斷
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
し
︑﹁
戴
氏
は
ひ
と
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た
び
法
則
が
示
さ
れ
て
い
る
と
�
め
た
�
獻
に
對
し
て
は
そ
れ
を
一

貫
す
る
原
理
の
發
見
に
邁
�
す
る
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒﹃
淸
�
考
證

學
の
硏
究
﹄︑
同
ï

(6
)︑
二
七
四
︑
二
七
六
頁
︒

(62
)
:
C
光
男
﹃
淸
�
考
證
學
の
硏
究
﹄︑
同
ï

(6
)︑
二
七
六
頁
︒

(63
)
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
神
話
は
﹁﹁
人
閒
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
に
人

類
が
歷
�
上
�
初
に
提
出
し
た
答
え
の
ひ
と
つ
﹂
で
も
あ
る
︒
こ
こ

で
想
定
さ
れ
る
人
閒
と
は
︑﹁
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル

(工
作
人
)﹂
で
あ

り
︑
D
具
を
K
う
あ
り
方
に
人
閒
の
本
性
を
見
る
見
方

(技
�
活
動

を
人
閒
の
本
性
の
中
核
に
据
え
る
人
閒
觀
)
で
あ
る
︒
村
田
純
一

﹃
技
�
の
哲
學
﹄︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
三
頁
︒

(64
)
江
永
の
十
二
*
均
律
解
釋
に
も
同
樣
の
傾
向
が
讀
み
取
れ
る
︒
江

永
は
傳
瓜
�
な
6
律
計
算
法
で
あ
る
三
分
損
益
法
が
天
然
自
然
か
ら

出
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
︑
朱
載
堉
の
十
二
*
均
律
こ
そ
が
︑
河

圖
・
洛
書
の
數
理
に
合
致
し
︑
天
然
自
然
か
ら
生
ま
れ
た
數
で
あ
る

と
考
え
た
︒
江
永
は
︑
河
圖
・
洛
書
が
描
く
數
と
そ
の
�
置
に
<
目

し
︑
數
同
士
を
樣
々
な
法
則
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
︑
十
二
律
だ
け

で
な
く
︑
樂
律
計
算
に
用
い
た
句
股
定
理
や
等
比
數
列
な
ど
︑
あ
ら

ゆ
る
理
論
に
結
び
附
け
た
︒
つ
ま
り
江
永
は
十
二
*
均
律
を
象
數
易

と
園
底
�
に
關
聯
附
け
︑
そ
の
理
論
を
�
人
が
す
で
に
豫
見
し
て
い

た
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
︒
田
中
�
紀
﹃
中
國
の
6
樂
思
想
﹄︑
第

十
三
違
︑
同
ï

(1
)︒

(65
)
｢科
學
と
技
�
︑
自
然
と
技
�
を
峻
別
し
︑
技
�
の
方
を
低
く
見

る
態
度
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
始
ま
っ
た
﹂
(
謁
本
賢
三
﹁
技
�

の
發
生
と
展
開
﹂︑
怨
・
岩
波
ì
座
﹁
哲
學
﹂
第
八
卷
﹃
技
�

�

�

科
學
﹄︑
東
京
：
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︑
一
四
頁
)

(66
)
た
と
え
ば
デ
ュ
ー
イ
は
︑
D
德
に
つ
い
て
︑﹁
行
爲
の
カ
タ
ロ
グ

で
も
な
け
れ
ば
︑
藥
局
の
處
方
箋
や
料
理
の
本
が
敎
え
る
方
法
の
よ

う
に
K
え
る
一
組
の
規
則
で
も
な
い
︒
D
德
の
必

と
は
︑
硏
究
お

よ
び
工
夫
の
特
定
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑

困
難
や
�
ù
の
M
在
を
�
ら
か
に
す
る
硏
究
の
方
法
︑
ま
た
︑
そ
れ

ら
を
處
理
す
る
場
合
に
作
業
假
說
と
し
て
用
い
ら
れ
る
計
劃
の
作
製

を
工
夫
す
る
方
法
の
必

で
あ
る
﹂
と
営
べ
る

(ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー

イ
︑
淸
水
È
太
郞
・
淸
水
禮
子
譯
︑﹃
哲
學
の
改
5
﹄︑
東
京
：
岩
波

書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
一
四
八
頁
)︒
D
德
や
倫
理
は
︑
決
し
て
現

實
の
具
體
�
な
狀
況
を
越
え
た
�
.
�
な
法
則
や
︑
あ
る
い
は
︑
超

越
�
な
價
値
で
は
な
い

(村
田
純
一
﹃
技
�
の
哲
學
﹄︑
同
ï

(63
)︑

一
七
三
頁
)︒
も
ち
ろ
ん
江
永
は
︑
�
人
が
眞
理
を
豫
見
し
て
い
た

と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
�
.
�
な
法
則
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し

て
い
る
と
い
う
點
で
︑
デ
ュ
ー
イ
と
は
衣
な
る
が
︑
硏
究
や
工
夫
す

る
方
法
自
體
に
目
を
向
け
て
い
る
と
い
う
點
で
は
類
似
す
る
と
こ
ろ

も
あ
る
︒

本
硏
究
は
JSPS
科
學
硏
究
費
補
助
金

(科
硏
費
)
17H
02280
の
助
成
を
 
け
た
も
の
で
す
︒
ま
た
︑
本
論
�
の
作
成
に
あ
た
り
︑
�
益
な
助

言
を
頂
い
た
立
正
大
學
經
濟
硏
究
M
の
皆
樣
に
感
謝
の
0
を
表
し
ま
す
︒
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the Han Dynasty and earlier, a mother and her sons were considered to share the

same qi, or a father, mother and their sons were considered to share the same qi,
and thus the idea that only the father, not the mother, shared the same qi did not

exist. Second, from the Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties period to the

Sui-Tang period, the use of the term “brothers sharing the same qi” (兄弟同氣)

was established, but the use of “father and sons sharing the same qi” was avoided

and rarely used. In addition, the idea that ancestral rituals are related to qi did not

exist before the Tang Dynasty. Third, it was only during the Song dynasty by the

time of Zhu Xi that the idea that the relationship between ancestors and

descendants could be ritualized and worship instituted because they were of the

same qi became established, and that the concept of qi was used to explain the

rituals for ancestors and the response of spirits to such ritual acts. This was also the

time that patrilineal inheritance of rituals was legitimized. Fourth, because of the

concept of qi, it was theoretically impossible to completely negate and exclude other

ancestral rituals, such as those for matrilineal ancestors, and Zhu Xi allowed that if

there was no successor, or in other unavoidable circumstances, the rituals of

matrilineal relatives could be performed. Fifth, Shiga thought that a daughter could

not worship her own ancestors, and even when she died, she could not be buried in

their birth familyʼs grave, and she could not be worshipped at her parentsʼ family

shrine. However, in Zhu Xiʼs view, a daughter should worship her own ancestors,

and when she died, she was to be buried in her birth familyʼs grave and be

enshrined and worshiped in her parentsʼ family shrine. The Shiga “principle” of the

exclusion of women did not exist during the Song dynasty, and must have arisen

later, perhaps as late as the Ming dynasty.

CAN THE SAGES FORESEE EVERYTHING? : THE TRIGONOMETRIC

FUNCTION TABLE (八線表) AND THE THEORY THAT THE SOURCE

OF WESTERN SCIENCE WAS IN CHINA (西學中源) IN

THE ASTRONOMY OF JIANG YONG 江永

TANAKA Yuki

The main focus of this article is the question of how Jiang Yong (1681-1762) viewed

the trigonometric functions required for astronomical calculations and the table that

summarizes the results of such calculations.

This article has two aims. The first is to re-examine the nature of the
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philosophical influence that scientific thought had on the major turning point in the

history of Chinese philosophy of the end of the Ming to the beginning of the Qing

era (late 16th century-early 17th century). The rise of scientific thought during

that time is largely due to Western science (西 學) brought by the Jesuit

missionaries who came after the end of the 16th century. Jiang Yong is considered a

scholar who supported and highly valued Western science, but he also maintained

the idea that the source of Western science was in China (西學中源). He thought

that theories such as the golden ratio that came into China from the West had

previously appeared in the books of ancient Chinese sages, and linked the golden

ratio to the mathematical theory developed in the Hetu Luoshu 河圖洛書.

Jiang Yong is considered the ancestor of the Wan school (皖�), an important

school in the study of old documents during the Qing Dynasty, and it is believed that

he had great influence on Dai Zhen 戴震 (1724-1777), but the question of the nature

of the specific influence has not been clarified. This paper analyzes their theories of

mathematics in an attempt to learn how they influenced one another by considering

what they expected from the sages and what kind of human beings they thought of

as exemplars.

Another purpose of this paper is to consider how the intellectuals of the Qing

era grasped “knowledge” (知). The thought of Jiang Yong and Dai Zhen included

the idea that theoretical and universal things were distinct from technical and

concrete things, and that the sages had foreseen the former. In other words, there is

a hierarchy in “knowledge,” and theory is superior to technology. However, Jiang

Yong esteemed human effort to create a detailed design of the sagesʼ theories as

concrete techniques while still maintaining this hierarchy. His high evaluation of

Western science may have arisen from its understanding of ancient theory.

REEXAMINING THE NGUYỄN DYNASTYʼS RULE OF VIETNAM IN

THE SECOND HALF OF 19TH CENTURY THROUGH THE STUDY OF

ITS FISCAL ADMINISTRATION

TAGA Yoshihiro

This paper aims to analyze the Nguyễn dynastyʼs rule of Vietnam during the late

19th century from the vantage point of fiscal administration.

In the early 19th century the Nguyễn dynasty created a fiscal administrative

system marked by the concentration of national wealth in the imperial capital of

― 4 ―


	JOR_79_1_75＿
	JOR_79_1_75_＿



