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歴
史
を
教
訓
と
し
て
解
釈
す
る
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
学

が
人
間
社
会
の
構
造
や
意
識
の
変
化
•
発
展
を
時
間
的
に
と
ら
え
る

研
究
領
域
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
本
質
的
に
内
蔵
さ
れ
た
問
題
意
識

で
あ
っ
て
、
歴
史
の
中
に
無
数
の
人
生
の
見
本
が
あ
り
、
処
生
の
教

訓
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
当
然
の
帰
結
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
歴
史
上
の
事
例
に
倫
理
的
意
義
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
意
識

は
、
歴
史
的
事
実
よ
り
も
そ
れ
を
解
釈
す
る
人
間
の
認
識
に
よ
っ
て
、

時
に
は
脚
色
や
増
色
が
加
え
ら
れ
て
、
歴
史
の
事
実
が
よ
り
典
型
化

さ
れ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
と
の
真
偽
で
は
な
く
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
倫
理
観
・
価
値
観
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
既
に
し
て
、
そ
れ
は
歴
史
学
で
は
な
く
、
倫
理
学
・
哲
学
と
称

す
べ
き
分
野
に
あ
る
。

例
え
ば
『
春
秋
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
周
代
後
半

の
魯
の
国
の
史
記
で
あ
っ
た
『
春
秋
』
が
、
後
に
は
そ
の
記
述
の
仕

方
に
価
値
基
準
が
あ
る
と
さ
れ
、
原
本
に
は
存
在
し
な
い
倫
理
観
を

誕
怪
不
経
の
正
史

|
『
後
漢
書
』
方
術
伝
の
哲
学

附
加
さ
れ
て
、
む
し
ろ
そ
の
価
値
観
が
重
視
さ
れ
た
事
実
は
、
歴
史

が
そ
れ
を
解
釈
す
る
も
の
の
手
で
自
在
に
意
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を

如
実
に
示
し
て
い
る
。
一
方
、
伝
え
ら
れ
る
歴
史
を
淡
々
と
記
す
こ

と
に
よ
っ
て
‘
―
つ
の
価
値
観
を
築
き
あ
げ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
例
え
ば
『
史
記
』
の
伯
夷
・
叔
斉
伝
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ

の
出
来
事
自
体
に
あ
る
種
の
倫
理
観
・
価
値
観
が
含
ま
れ
る
と
き
で

あ
る
。
前
者
は
歴
史
の
解
釈
者
の
価
値
観
、
後
者
は
歴
史
そ
の
も
の

の
も
つ
価
値
観
と
い
う
べ
き
か
。

す
で
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
史
記
』
以
来
の
紀
伝
体
は
、
こ
の

後
者
の
観
点
に
立
っ
て
歴
史
を
描
き
、
優
れ
た
効
果
を
あ
ら
わ
し
た
。

あ
る
共
通
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
人
々
を
集
め
て
、
そ
こ
に
自
か
ら

な
る
歴
史
認
識
を
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
れ
ら
の
歴
史
観
は
、
歴
史
的
事
実
の
伝
承
よ
り
も
、
歴
史

的
倫
理
・
価
値
観
の
伝
承
に
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
こ
の
倫
理
・
価

値
観
を
言
え
ば
、
儒
教
倫
理
で
あ
り
儒
教
秩
序
で
あ
る
。
そ
の
意
味

山

田

利

明
（
東
洋
大
学
）

(1) 
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で
、
司
馬
遷
を
含
む
史
書
の
編
者
は
、
『
春
秋
』
を
目
標
と
し
、
礼

の
実
践
集
と
し
て
の
史
書
を
編
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
史
書
の
も
つ
意
識
に
従
っ
て
、
後
世
の

儒
教
的
価
値
観
か
ら
は
異
端
の
分
野
に
属
す
る
「
不
経
の
学
」
を
記

し
た
「
方
術
伝
」
・
「
方
伎
伝
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
論
じ
て
み
よ
う

と
思
う
。
「
経
」
に
準
じ
よ
う
と
し
た
「
史
」
の
中
に
、
何
故
に
「
不

経
」
が
採
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
史
学
と
正
史

正
史
と
い
う
観
念
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
隋
書
』
経
籍
志
に
初
め

て
あ
ら
わ
れ
る
。

（
陳
）
寿
卒
す
る
の
後
、
梁
州
の
大
中
正
苑
頴
そ
の
事
を
表
奏

す
る
に
、
帝
は
河
南
の
手
、
洛
陽
の
令
に
詔
し
て
寿
の
家
に
就

か
し
め
て
こ
れ
（
『
三
国
志
』
）
を
写
さ
し
む
。
こ
れ
よ
り
世
に

著
述
あ
り
、
み
な
班
・
馬
に
擬
し
も
っ
て
正
史
と
な
す
。
…
…

い
ま
世
代
に
よ
り
来
め
て
こ
れ
を
編
み
、
も
っ
て
正
史
を
備
ふ
。

こ
の
正
史
は
、
班
固
・
司
馬
遷
に
擬
し
て
、
朝
代
ご
と
に
編
ん
だ

と
い
う
か
ら
、
紀
伝
体
を
称
し
た
わ
け
で
、
本
伝
・
正
伝
と
い
う
意

で
は
な
い
。
し
か
し
、
紀
伝
体
を
正
史
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の

編
年
体
の
史
書
を
正
当
な
史
書
と
し
て
認
め
な
い
、
と
い
う
認
識
に

よ
る
も
の
で
、
史
書
の
概
念
を
新
た
に
す
る
記
事
で
あ
る
。
劉
款
・

劉
向
以
来
の
「
史
」
の
概
念
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す

の
が
『
隋
書
』
経
籍
志
に
よ
る
四
部
創
出
で
あ
る
。

『
隋
書
』
以
前
、
例
え
ば
『
漢
書
』
芸
文
志
は
、
「
太
史
公
百
三

十
篇
」
す
な
わ
ち
司
馬
遷
『
史
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
数
篇
の
史
書

を
六
藝
中
の
『
春
秋
』
類
に
入
れ
る
。
こ
の
六
藝
は
、
そ
の
ま
ま
六

経
を
指
す
か
ら
、
史
書
は
あ
く
ま
で
経
書
の
一
分
野
の
延
長
上
に
位

置
し
た
。古

の
王
に
は
世
々
史
官
あ
り
、
君
挙
げ
れ
ば
必
ず
書
す
。
言
行

を
慎
み
、
法
式
を
昭
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
左
史
は
言
を
記

し
、
右
史
は
事
を
記
す
。
事
は
『
春
秋
』
と
な
り
、
言
は
『
尚

書
』
と
な
る
。
（
『
漢
書
』
芸
文
志
）

古
代
の
帝
王
に
は
左
右
両
史
官
が
あ
っ
て
言
と
行
を
記
録
し
た
と

い
う
伝
承
に
も
と
づ
い
て
、
聖
王
の
言
行
が
『
尚
書
』
・
『
春
秋
』
に

な
っ
た
と
あ
る
有
名
な
記
事
で
あ
る
。
「
史
」
に
対
す
る
こ
の
認
識

は
司
馬
遷
に
も
あ
り
、
「
太
史
公
自
序
」
に
『
春
秋
』
の
賛
美
が
脈

々
と
し
て
承
け
継
が
れ
て
い
る
の
を
見
る
。

太
史
公
い
わ
く
、
先
人
言
う
あ
り
、
「
周
公
卒
し
て
五
百
歳
に

し
て
孔
子
あ
り
。
孔
子
卒
し
て
後
今
五
百
歳
に
至
る
。
よ
く
世

に
紹
明
し
て
『
易
伝
』
を
正
し
、
『
春
秋
』
を
継
い
で
『
詩
』
．

『
書
』
・
『
礼
』
・
『
楽
』
．
の
際
に
も
と
づ
け
る
こ
と
あ
り
や
」
。

意
は
こ
こ
に
あ
り
、
意
は
こ
こ
に
あ
り
。
小
子
な
ん
ぞ
あ
え
て

譲
ら
ん
。
（
『
史
記
』
太
史
公
自
序
）

(2) 
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司
馬
遷
の
父
で
あ
る
司
馬
談
の
、
い
ま
こ
そ
『
春
秋
』
を
つ
い
で

詩
書
礼
楽
の
域
に
も
と
づ
く
と
き
な
ら
ん
、
と
い
う
言
を
、
「
意
在

斯
乎
」
と
二
度
重
ね
て
肯
定
し
た
の
は
、
『
史
記
』
こ
そ
『
春
秋
』

を
継
ぐ
と
い
う
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
『
春
秋
』

を
、
司
馬
遷
は
、
「
そ
れ
『
春
秋
』
は
、
上
三
王
の
道
を
明
ら
か
に

し
、
下
人
事
の
紀
を
緋
ず
。
嫌
疑
を
別
ち
、
是
非
を
明
ら
か
に
し
、

猶
豫
を
定
め
、
善
を
善
と
し
、
悪
を
悪
と
し
、
…
…
王
道
の
大
な
る

も
の
な
り
」
と
い
っ
て
、
聖
王
の
道
に
従
い
人
事
百
般
の
綱
紀
を
記

し
た
も
の
と
い
う
。
こ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
、
史
学
と
い
う
観
念
は

な
い
。
歴
史
と
い
う
よ
り
も
人
倫
の
規
範
で
あ
る
。
い
わ
ば
経
書
の

説
く
倫
理
の
実
践
•
実
例
集
と
み
て
よ
い
。
た
だ
、
『
春
秋
』
と
『
史

記
』
が
異
る
の
は
、
『
春
秋
』
が
そ
の
筆
法
に
よ
っ
て
隠
意
を
示
す

（
と
考
え
ら
れ
た
）
の
に
対
し
、
『
史
記
』
は
歴
史
上
の
事
例
を
具

体
的
に
述
べ
て
、
そ
の
褒
貶
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
表

現
の
方
法
が
違
う
と
は
い
え
、
そ
の
機
能
は
殆
ん
ど
変
ら
な
い
。
漢

代
の
「
史
」
に
対
す
る
認
識
は
、
お
よ
そ
こ
れ
で
理
解
す
る
こ
と
が

出
来
る
。

と
こ
ろ
が
『
隋
志
』
に
至
る
と
、
微
妙
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
れ
史
官
に
は
、
か
な
ら
ず
博
聞
強
識
に
し
て
疎
通
知
遠
の
士

を
し
て
そ
の
位
に
お
ら
し
む
。
…
…
こ
の
故
に
、
前
言
往
行
は

識
ら
ざ
る
な
く
、
天
文
地
理
は
察
せ
ざ
る
な
く
、
人
事
の
紀
は

達
せ
ざ
る
な
し
。
…
…
美
を
書
し
善
を
彰
に
し
、
悪
を
記
し
て

も
っ
て
戒
を
垂
る
。
神
化
を
範
囲
と
し
、
令
徳
を
昭
明
し
、
至

人
の
至
願
を
き
わ
め
、
一
代
の
薔
々
た
る
を
詳
か
に
す
。
（
『
隋

書
』
経
籍
志
）

史
官
の
職
掌
を
往
古
の
王
者
の
言
行
を
記
す
に
と
ど
め
ず
、
よ
り

広
く
、
往
昔
の
出
来
事
か
ら
人
事
百
般
に
わ
た
り
、
天
文
地
理
を
も

含
め
て
、
こ
れ
を
記
録
す
る
。
彰
善
垂
戒
•
聖
人
の
言
行
を
と
ど
め

て
一
世
の
規
鑑
と
な
る
こ
と
は
、
「
太
史
公
自
序
」
に
い
う
『
春
秋
』

の
意
義
と
変
ら
な
い
が
、
明
ら
か
に
前
代
の
知
識
に
通
じ
、
天
文
地

理
を
も
網
羅
す
る
学
識
を
史
官
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
反
映

す
る
の
が
、
『
隋
志
』
の
四
部
中
の
「
史
」
部
で
あ
る
。
そ
の
序
に

スノ

し

班
固
は
『
史
記
』
を
も
っ
て
『
春
秋
』
に
附
す
も
、
い
ま
そ
の

事
類
を
開
き
、
お
よ
そ
三
十
種
も
て
別
し
て
史
部
と
な
す
。

『
春
秋
』
類
は
経
部
に
お
き
、
史
伝
を
広
く
網
羅
し
て
史
部
を
立

て
、
『
列
女
伝
』
・
『
列
仙
伝
』
の
ご
と
き
記
伝
類
や
『
山
海
経
』
・
『
水

経
』
な
ど
の
地
理
書
、
あ
る
い
は
『
戦
国
策
』
な
ど
の
歴
史
性
を
備

え
た
も
の
を
採
つ
て
史
部
と
し
た
。
形
態
と
し
て
も
概
念
と
し
て
も
、

史
は
経
か
ら
離
れ
、
往
古
か
ら
の
故
事
・
人
事
の
記
録
を
主
と
し
、

天
文
地
理
を
配
す
る
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
『
春
秋
』
の

王
者
の
言
行
を
記
し
た
も
の
と
は
、
か
な
り
様
相
が
異
る
。
歴
史
の

独
立
で
あ
る
。
そ
の
際
、
史
書
は
紀
伝
体
で
著
す
の
を
正
統
と
し
、

編
年
体
の
『
春
秋
』
と
は
異
る
と
し
た
。
『
隋
志
』
が
こ
の
紀
伝
体

(3) 
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を
正
史
と
称
し
た
の
は
、
「
史
」
が
『
春
秋
』
に
従
属
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
自
体
に
―
つ
の
価
値
観
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
か
ら
に

す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
彰
善
戒
悪
の
機
能
は
そ
の
ま
ま
承
け
継
が
れ

る
が
、
そ
れ
は
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
歴
史
の
も
つ
根
元
的
な

問
題
意
識
で
あ
り
、
必
ず
し
も
経
書
へ
の
従
属
を
意
味
し
な
い
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
史
の
意
義
を
認
識
す
る
も
の
は
少
く
、
唐
代
の
後

半
、
諫
鏃
太
夫
殷
侑
は
、
科
挙
に
史
学
科
を
設
け
る
べ
く
穆
宗
帝
に

上
書
し
て
、

歴
代
の
史
書
は
、
み
な
当
時
の
善
悪
を
記
し
、
繋
げ
る
に
褒
貶

を
も
っ
て
し
、
勧
戒
を
垂
諭
す
。
司
馬
遷
『
史
記
』
、
班
固
•

疸
蔚
宗
の
両
漢
書
の
旨
義
は
、
詳
ら
か
に
懲
悪
勧
戒
を
明
ら
か

に
し
て
六
経
に
亜
ぐ
。
云
々
（
「
請
試
史
学
奏
」

1
1

『
全
唐
文
』

巻
七
五
七
）

と
い
う
。
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
・
『
後
漢
書
』
の
主
旨
を
勧
善
懲
悪
に

あ
る
と
す
る
認
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
編
者
の
共
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
史
学
」
と
い
う
の
は
、
史
書
、
特
に
正

史
に
お
け
る
「
懲
悪
勧
戒
」
の
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
解
し
て

よ
い
。
史
書
は
紀
伝
体
を
も
っ
て
『
春
秋
』
か
ら
離
れ
た
が
、
こ
の

史
学
と
い
う
観
念
は
、
結
局
、
史
書
か
ら
褒
貶
の
意
を
く
み
取
っ
て
、

新
し
い
『
春
秋
』
乃
至
は
そ
の
「
伝
」
を
作
ろ
う
と
す
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
正
史
の
『
春
秋
』
化
で
あ
る
。
経
部
か
ら
独
立
し
て
史

部
は
作
ら
れ
た
が
、
史
の
も
つ
機
能
に
は
、
依
然
と
し
て
経
の
補
助

的
・
補
完
的
機
能
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
大
多
数
の
知

識
人
の
も
つ
こ
の
意
識
は
、
そ
の
後
も
承
け
継
が
れ
て
、
近
代
史
学

成
立
以
後
も
続
く
こ
と
に
な
る
。

二
、
『
後
漠
書
』
方
術
伝
の
成
立
と
そ
の
意
義

前
置
き
が
少
し
長
く
な
っ
た
。
本
題
の
『
後
漢
書
』
方
術
伝
（
注
1
)

に
つ
い
て
書
く
。
『
後
漢
書
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
劉
宋
の
苑
嘩
に

よ
っ
て
そ
の
列
伝
部
が
作
ら
れ
た
。
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
・
『
後
漢
書
』

・
『
三
国
志
』
と
続
く
が
、
こ
の
四
史
書
の
う
ち
で
は
最
も
新
し
く
、

陳
寿
の
『
三
国
志
』
に
後
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
苑
嘩
は
『
三
国
志
』

を
参
考
と
し
て
こ
の
書
を
記
し
た
と
も
い
わ
れ
、
事
実
、
『
三
国
志
』

と
『
後
漢
書
』
と
で
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
『
史
記
』
．

『
漢
書
』
に
な
い
方
術
伝
が
『
後
漢
書
』
に
収
め
ら
れ
る
の
も
、
『
三

国
志
』
魏
書
方
伎
伝
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の

方
伎
伝
も
、
「
昔
、
司
遷
（
司
馬
遷
）
は
扁
鵠
•
倉
公
・
日
者
伝
を

あ
ら
わ
す
。
異
聞
を
広
め
て
奇
事
を
表
わ
す
所
以
な
り
。
故
に
存
録

し
て
云
爾
」
（
『
魏
書
』
・
方
伎
伝
序
）
と
い
う
よ
う
に
、
『
史
記
』
の

異
聞
・
奇
事
を
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
中
に
収
め
ら
れ
る

華
陀
（
医
方
）
．
杜
菱
（
声
楽
）
・
朱
建
平
（
占
術
）
・
周
宣
（
占
夢
）

・
管
絡
（
筵
術
）
な
ど
を
「
方
伎
」
と
称
し
た
こ
と
と
、
『
漢
書
』

芸
文
志
に
い
う
「
方
技
」
と
は
、
い
さ
さ
か
そ
の
趣
き
を
異
に
す
る
。

(4) 



1969 

『
漢
志
』
の
方
技
は
、
医
経
・
経
方
・
房
中
・
神
仙
な
ど
、
医
術
・

養
生
に
関
わ
る
も
の
を
採
っ
て
、
「
方
技
は
、
み
な
生
生
の
具
に
し

て
王
官
の
一
守
な
り
。
太
古
に
岐
伯
・
愈
柑
あ
り
、
中
世
に
扁
鵜
・

秦
和
あ
り
。
け
だ
し
病
を
論
じ
て
国
に
及
ぶ
」
と
い
い
、
方
技
を
「
生

生
の
具
」
と
し
て
の
医
方
・
養
生
に
限
る
。
人
の
病
い
を
国
の
病
い

に
引
伸
す
る
と
こ
ろ
に
、
史
学
の
史
学
た
る
ゆ
え
ん
を
見
る
が
、
こ

れ
は
立
前
で
あ
る
。
一
方
、
占
法
・
筵
法
は
「
数
術
」
に
配
さ
れ
て

い
て
、
方
技
と
数
術
は
別
の
概
念
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
つ

ま
り
、
『
魏
志
』
方
伎
伝
は
、
『
漢
志
』
の
術
数
と
方
技
を
合
せ
た
内

容
を
も
つ
。
こ
の
際
、
「
方
伎
伝
」
と
記
し
て
方
技
を
用
い
な
い
の

は
、
お
そ
ら
く
声
楽
の
杜
菱
を
収
め
た
た
め
と
も
思
わ
れ
る
。

『
三
国
志
』
よ
り
後
に
編
れ
た
『
後
漢
書
』
方
術
伝
は
、
ま
さ
し

く
方
技
と
数
術
を
合
せ
た
名
称
で
は
あ
る
が
、
「
方
術
」
・
「
方
士
」
．

「
方
術
之
士
」
な
ど
の
語
は
、
す
で
に
『
史
記
』
に
見
え
、
殆
ん
ど

神
仙
方
士
を
指
す
。
顧
頷
剛
は
、
「
鼓
吹
神
仙
説
的
叫
倣
方
士
」
（
『
秦

漢
的
方
士
与
儒
生
』
第
三
章
）
と
い
い
、
神
仙
方
士
と
そ
の
周
辺
の

神
仙
説
に
よ
る
薬
方
・
仙
方
の
も
の
を
含
め
て
方
士
と
い
い
、
そ
の

方
術
を
、
「
召
鬼
神
」
・
「
錬
丹
沙
」
・
「
候
神
」
の
三
種
に
分
け
る
（
同

五
章
）
。
こ
れ
は
、
秦
始
皇
や
漢
武
帝
の
側
近
に
集
っ
た
方
士
が
、

い
ず
れ
も
神
仙
方
士
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
が
、
逆
に
秦

・
漢
の
方
士
の
主
流
が
神
仙
方
士
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
方
術
も

神
仙
方
士
の
方
術
が
主
体
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
後
漢
書
』
が
方
術
伝
と
称
し
た
の
は
、
方
伎
伝
と
は
異
っ
た
側

面
を
意
図
し
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、
方
術
伝
の
収
め
る
方
術
を
大

別
し
て
み
る
と
、
一
は
占
法
・
図
識
、
二
は
医
方
・
治
病
、
三
は
劾

に
よ
る
禁
架
•
禁
呪
（
注

2
)
、
四
は
変
化
・
変
形
、
五
は
長
生
・

養
生
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。
方
伎
伝
が
声
楽
な
ど
の
芸
能
を
も
含
む

の
に
対
し
て
、
異
術
・
奇
方
に
限
定
し
た
観
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ

の
異
術
は
か
な
り
広
く
渉
猟
さ
れ
て
い
る
。
芸
能
・
芸
術
に
優
れ
る

も
の
も
異
能
の
士
に
は
違
い
な
い
が
、
不
可
思
議
•
神
秘
を
事
と
す

る
異
術
と
は
同
列
に
な
ら
な
い
。
こ
の
あ
た
り
に
、
六
朝
期
の
知
的

感
性
が
窺
え
る
よ
う
に
も
思
え
る
（
注
3
)
。

方
術
伝
は
、
巻
上
よ
り
巻
下
に
至
る
ま
で
、
ほ
ぼ
四
十
人
の
方
術

の
士
を
収
め
る
。
こ
れ
を
ほ
ぼ
年
代
順
に
配
列
す
る
が
、
そ
の
時
代

相
を
反
映
し
て
、
巻
上
の
前
半
部
に
は
図
識
に
通
じ
る
術
士
、
巻
下

の
後
半
は
、
医
方
・
禁
呪
・
変
化
・
長
生
な
ど
の
方
士
が
多
く
録
さ

れ
る
。
巻
下
の
一
部
は
ま
た
、
時
代
的
に
は
後
漢
滅
亡
後
の
魏
に
仕

え
た
方
士
を
も
含
む
。
実
際
、
方
術
伝
の
巻
下
中
程
に
記
さ
れ
る
華

陀
は
、
『
魏
志
』
方
伎
伝
の
冒
頭
に
録
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
あ
た
り

の
区
分
は
明
瞭
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
華
陀
以
後
に
記
さ
れ
る
方
士

の
多
く
は
、
後
漢
末
か
ら
三
国
期
の
方
士
と
い
え
る
。
そ
の
方
士
た

ち
は
、
禁
呪
・
禁
架
を
主
と
す
る
い
わ
ば
不
可
思
議
な
神
秘
性
を
も

つ
方
術
を
よ
く
し
た
も
の
た
ち
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
祁
孟
節
の
よ

う
に
、
そ
の
術
に
よ
っ
て
曹
操
に
見
い
出
さ
れ
、
「
曹
操
は
諸
方
士

(5) 
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を
領
せ
し
む
」
と
て
、
孟
節
は
曹
操
の
命
に
よ
っ
て
多
く
の
異
術
の

士
を
配
下
に
お
い
た
も
の
も
あ
る
。
時
代
的
に
は
当
然
、
『
魏
志
』

方
伎
伝
の
範
疇
に
入
る
べ
き
も
の
の
、
方
伎
伝
に
は
収
め
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
方
伎
伝
が
祁
孟
節
の
よ
う
な
「
棗

核
を
含
ん
で
食
は
ざ
る
こ
と
五
年
十
年
、
ま
た
よ
く
練
気
し
て
不
息
。

身
を
動
揺
さ
せ
ず
、
状
は
死
人
の
若
」
き
こ
と
を
行
う
怪
誕
不
経
の

方
士
を
収
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
方
伎
伝
が
集
め
た
芸

能
の
士
は
、
占
術
・
医
術
な
ど
の
対
社
会
的
活
動
を
行
っ
た
も
の
で
、

個
人
的
な
長
生
法
な
ど
を
除
外
す
る
。
そ
れ
は
方
伎
伝
の
内
容
を
見

れ
ば
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
方
術
伝
が
こ
れ
を
収
め
た
こ
と
は
、
『
三

国
志
』
が
避
け
た
怪
誕
の
領
域
を
採
り
、
そ
の
遺
漏
を
補
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
方
術
伝
と
方
伎
伝
の
基
本
的
な
相
違
が
あ

る。
さ
て
、
方
術
伝
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
方
士
の
伝
で
あ
る
こ

と
に
変
り
は
な
い
。
内
容
的
に
は
む
し
ろ
方
士
伝
と
い
っ
た
方
が
正

し
い
。
方
術
伝
自
体
の
中
で
も
、
「
方
士
」
と
い
う
語
は
ニ
ヶ
所
で

使
わ
れ
て
お
り
、
「
廿
始
・
東
郭
延
年
・
封
君
達
の
三
人
は
皆
方
士

な
り
」
、
「
（
都
孟
節
）
は
人
と
な
り
質
謹
に
し
て
、
妄
言
せ
ず
。
士

君
子
に
似
た
り
。
曹
操
は
諸
方
士
を
領
せ
し
む
」
と
。
こ
の
甘
始
・

東
郭
延
年
・
封
君
達
の
三
人
は
、
い
ず
れ
も
長
生
延
年
に
長
け
た
神

仙
方
士
で
あ
る
。
祁
孟
節
も
ま
た
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
結
気
の
術

を
用
い
、
棗
核
を
食
し
て
養
生
の
術
に
長
け
た
神
仙
術
の
術
士
と
い

え
る
。
と
な
る
と
、
方
術
伝
が
方
士
と
呼
ぶ
の
は
、
神
仙
方
士
の
み

を
指
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
顧
頷
剛
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
秦
・
漢
の
神
仙
方
士
を
方
士
と
称
す
る
そ
の
本
来
の
用
法
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、
方
術
伝
は
神
仙
方
士
の
み
を
指
す
「
方
士
伝
」
と

い
う
語
を
用
い
ず
、
神
仙
方
士
以
外
の
術
士
を
も
録
す
。
し
た
が
っ

て
、
方
術
伝
の
い
う
方
術
は
、
本
来
の
神
仙
方
士
の
も
つ
術
数
と
し

て
の
方
術
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
汎
な
術
数
・
方
技
を
指
す
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
方
士
伝
と
称
さ
な
か
っ
た
、
と
推
論
で

き
る
が
、
情
況
は
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
。

『
後
漢
書
』
の
い
う
方
術
は
、
例
え
ば
方
術
伝
の
序
論
に
、
『
易
』

繋
辞
伝
の
「
卜
筑
は
そ
の
占
を
尚
ぶ
」
の
語
を
引
用
し
て
、
占
法
が

す
で
に
先
王
に
よ
っ
て
、
禍
福
を
定
め
嫌
疑
を
決
す
る
た
め
に
用
い

ら
れ
て
き
た
こ
と
、
占
法
に
河
図
洛
書
・
箕
子
の
術
（
『
尚
書
』
洪

範
の
陰
陽
五
行
）
・
師
職
の
書
（
災
異
の
占
書
）
．
緯
候
の
部
（
七
緯
）

・
鈴
決
の
符
（
玉
鈴
符
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
支
流
に
風
角
・
遁
甲

•
七
政
・
元
気
•
六
日
七
分
・
逢
占
•
日
者
・
挺
専
•
須
庚
•
孤
虚

の
術
・
望
雲
省
気
な
ど
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
占
法

乃
至
は
暦
法
で
あ
る
。
次
に
「
漢
は
武
帝
よ
り
頗
る
方
術
を
好
み
」
、

天
下
に
道
芸
の
士
を
求
め
る
こ
と
多
く
、
後
に
王
非
は
符
命
を
詐
称

し
、
光
武
帝
も
ま
た
図
識
を
信
じ
、
た
め
に
志
あ
る
も
の
は
こ
と
の

真
偽
を
談
じ
た
が
、
悪
用
す
る
も
の
少
な
か
ら
ず
あ
り
。
儒
者
は
そ

の
不
経
を
論
じ
て
條
慨
す
る
の
み
と
。
み
な
占
術
と
図
識
の
不
経
を

(6) 
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論
じ
て
、
「
聖
人
は
怪
神
を
語
ら
ず
」
と
結
論
す
る
。
こ
れ
と
相
応

ず
る
よ
う
に
、
方
術
伝
の
巻
上
か
ら
巻
下
に
か
け
て
は
、
ニ
・
三
を

除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
上
記
の
占
法
・
図
識
を
行
う
も
の
の
記
録
で

あ
る
。
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
方
術
伝
の
配
列
は
ほ
ぼ
年
代
順
に

よ
る
か
ら
、
そ
れ
は
後
漢
代
全
般
に
わ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
占
法
や

図
識
の
学
が
他
の
学
術
よ
り
も
か
な
り
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
占
法
に
優
れ
た
術
士

は
、
ま
た
そ
の
大
部
分
が
官
途
に
就
い
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

上
は
将
軍
・
博
士
か
ら
、
下
は
郡
吏
•
県
吏
に
至
る
ま
で
、
身
分
位

階
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
大
多
数
が
官
途
に
つ
き
官
職
を
も
つ
公

人
と
し
て
記
録
さ
れ
る
（
注
4
)
。
も
と
も
と
官
吏
で
あ
っ
た
も
の

が
、
占
法
に
効
験
を
あ
ら
わ
し
た
り
、
あ
る
い
は
占
法
に
優
れ
た
た

め
に
官
に
召
さ
れ
た
り
な
ど
、
官
途
に
就
い
た
経
緯
は
一
定
し
な
い
。

し
か
し
、
官
に
あ
る
も
の
が
占
法
を
行
う
と
は
、
そ
の
占
法
が
、
少

な
く
と
も
そ
の
官
人
の
行
う
占
法
が
、
官
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
官
許
の
術
士
で
あ
る
。
異
術
を
も
つ
も
の

を
官
位
に
署
す
こ
と
で
、
そ
の
異
術
を
国
家
・
王
朝
の
統
制
下
に
置

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
曹
操
が
行
っ
た
祁
孟
節
を
し
て
諸
方
士
を
領

せ
し
む
る
政
策
が
こ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
統
治
者
の
も
と
に

あ
る
術
士
は
、
自
か
ら
の
意
志
で
自
由
に
方
術
を
用
い
て
は
な
ら
な

い
。
方
術
さ
え
も
王
権
の
下
に
あ
る
の
で
あ
る
。

「
数
を
極
め
て
変
を
知
り
、
俗
を
詭
さ
ざ
れ
ば
、
こ
れ
数
術
よ
り

深
き
も
の
」
（
方
術
伝
序
論
）
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
術
を

極
め
て
変
事
を
予
知
で
き
、
な
お
か
つ
世
俗
を
乱
さ
ざ
れ
ば
そ
れ
は

数
術
以
上
の
も
の
と
な
る
。
正
確
な
予
知
・
予
言
は
、
変
事
に
対
処

す
る
方
策
を
あ
た
え
る
。
そ
れ
は
単
な
る
数
術
以
上
の
効
果
を
も
つ
。

一
方
、
市
井
の
術
士
に
よ
る
占
術
の
流
言
欺
語
が
世
俗
を
ま
ど
わ
し
、

や
が
て
は
一
揆
・
反
乱
に
結
び
つ
く
こ
と
も
恐
れ
た
統
治
者
の
見
解

で
も
あ
る
。
官
吏
と
な
っ
た
術
士
は
、
術
士
で
あ
る
以
前
に
官
吏
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
方
術
伝
の
基
本
的
な
立
場
は
こ
こ

に
あ
る
と
い
え
る
。
あ
く
ま
で
も
官
に
仕
え
る
術
士
と
し
て
の
立
場

を
貰
く
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
し
て
、
そ
れ
は
官
吏
で
あ
っ
て
術
士

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
術
士
を
集
め
た
伝
は
、
方
士
伝
で
は
な
く
、
方

術
を
扱
う
官
吏
の
伝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
方
術
伝
論
部
に
い
う
。

奨
英
・
楊
厚
を
徴
す
る
に
及
び
、
朝
廷
は
神
明
を
待
つ
が
如
き

も
、
つ
い
に
そ
の
異
な
き
に
至
る
。
英
の
名
は
最
も
高
き
も
、

毀
た
る
る
こ
と
最
も
は
な
は
だ
し

奨
英
は
五
経
に
通
じ
最
も
風
角
•
星
算
•
河
洛
七
緯
に
通
じ
た
術

士
。
賢
良
方
正
有
道
に
挙
げ
ら
れ
る
も
就
か
ず
。
一
旦
、
暴
風
の
西

方
よ
り
起
る
あ
り
。
奨
英
は
成
都
に
火
災
あ
り
と
云
い
、
口
に
水
を

含
ん
で
西
に
向
か
っ
て
こ
れ
を
吹
き
、
そ
の
日
時
を
書
き
留
め
さ
せ

た
。
後
日
、
蜀
都
よ
り
使
あ
り
、
某
日
某
時
成
都
よ
り
出
火
す
る
も
、

黒
雲
の
東
よ
り
起
っ
て
た
ち
ま
ち
大
雨
す
。
火
は
つ
い
に
消
滅
す
る

と
云
う
。
日
時
を
確
か
め
る
に
、
は
た
し
て
奨
英
の
書
き
留
め
さ
せ

(7) 
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た
日
で
あ
っ
た
と
。
奨
英
の
方
術
は
天
下
に
と
ど
ろ
い
た
。
安
帝
の

と
き
博
士
と
な
り
、
そ
の
後
累
進
す
る
も
就
か
ず
。
そ
の
後
は
奇
異

深
策
な
く
、
方
術
の
効
験
を
全
く
あ
ら
わ
さ
な
か
っ
た
。
周
囲
は
失

望
し
、
か
え
っ
て
激
し
く
謗
ら
れ
た
。
そ
れ
を
論
部
で
は
、
「
朝
廷

は
そ
の
神
秘
を
期
待
し
た
の
に
、
以
後
ま
っ
た
＜
奇
跡
を
示
す
こ
と

は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
国
家
が
術
士
に
期
待
し
た
の
は
、
国
家
の

た
め
に
神
異
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
旦
官
途
に
就
け
ば
、

い
か
な
る
術
士
も
王
権
の
も
と
に
統
治
さ
れ
る
官
吏
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
能
吏
が
よ
く
行
政
に
当
る
ご
と
く
に
、
術
士
は
よ
く
効
験
を
示

す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
正
統
と
異
端
の
方
術

術
士
が
官
吏
と
な
っ
て
統
治
者
の
下
に
従
属
す
る
と
、
結
局
、
そ

の
生
き
方
は
、
官
僚
化
し
て
伝
統
的
な
価
値
観
の
も
と
で
の
生
き
方

と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
秦
始
皇
や
漢
武
帝
に
仕
え
た
方
士
の
よ
う
な

破
格
の
生
き
方
は
な
く
、
功
を
重
ね
つ
つ
累
進
す
る
官
吏
と
し
て
の

姿
が
描
か
れ
る
。

高
獲
は
異
貌
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
が
、
若
き
日
の
光
武
帝
と
旧
交

あ
り
。
一
旦
、
獄
に
下
さ
れ
た
高
獲
を
光
武
帝
は
諭
し
て
官
に
就
か

せ
よ
う
と
す
る
が
、
高
獲
は
辞
退
。
時
に
郡
は
大
い
に
旱
す
。
高
獲

は
、
天
文
・
遁
甲
を
よ
く
し
、
鬼
神
を
役
使
し
得
る
力
を
も
つ
。
太

守
の
飽
晃
は
自
か
ら
高
獲
に
問
う
に
、
高
獲
は
答
え
て
い
う
「
急
ぎ

県
の
督
郵
を
罷
免
し
、
太
守
自
か
ら
北
に
出
で
て
三
十
里
の
里
亭
に

至
る
べ
し
。
さ
れ
ば
雨
至
る
」
と
。
果
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
。

…
…
そ
の
後
、
高
獲
は
遠
く
江
南
の
各
地
を
巡
り
、
石
城
で
卒
す
。

石
城
の
人
は
、
彼
の
功
績
を
思
い
、
祠
を
立
て
て
祀
っ
た
。
（
巻
上
）

高
獲
は
、
光
武
帝
の
諭
言
を
も
拒
ん
で
野
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
異

術
は
民
を
救
い
、
し
か
も
お
そ
ら
く
悪
業
を
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

督
郵
を
も
免
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
官
途
に
は
就
か
な
か
っ
た
が
民

を
救
い
不
正
の
官
人
を
免
ず
る
の
は
、
本
来
統
治
者
の
掌
に
あ
る
。

天
は
不
正
の
督
郵
を
免
ず
る
べ
く
大
旱
を
起
し
そ
の
意
志
を
明
ら
か

に
し
た
の
で
あ
る
。
天
の
意
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
高
獲
は
、
そ
の

後
も
い
く
つ
か
の
効
験
を
あ
ら
わ
し
た
。
し
か
し
、
術
士
の
功
績
を

見
る
と
、
そ
の
大
多
数
は
ほ
ぼ
こ
の
よ
う
に
、
郡
乃
至
は
県
と
い
う

局
地
的
な
救
民
活
動
、
あ
る
い
は
個
人
の
変
事
に
対
処
す
る
と
い
っ

た
類
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
命
運
を
左
右
す
る
重
大
な
事
変
に
関

わ
っ
て
は
い
な
い
。
旱
天
の
救
雨
に
関
わ
る
記
録
が
多
い
の
も
、
一

つ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
出
来
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
社
会
情
況

の
反
映
で
は
あ
ろ
う
が
、
旱
魃
と
い
う
人
為
の
及
ば
ぬ
自
然
作
用
に

対
し
て
、
為
す
す
べ
を
持
た
な
か
っ
た
人
々
の
願
望
の
反
映
で
も
あ

る。
高
獲
の
場
合
は
異
る
が
、
方
術
伝
に
記
さ
れ
る
術
士
の
末
期
は
多

く
「
家
に
て
卒
す
」
と
記
さ
れ
る
（
注

5
)
。
家
庭
を
も
ち
、
一
族

(8) 
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郎
党
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
一
生
を
終
え
る
術
士
と
は
一
体
何
で
あ
ろ

う
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
に
は
命
を
か
け
て
詐
術
を
用
い
た
秦
・
漢

の
方
士
の
風
貌
は
な
い
。
官
吏
と
し
て
の
恵
ま
れ
た
一
生
と
穏
や
か

な
晩
年
こ
そ
は
、
福
・
禄
・
寿
に
代
表
さ
れ
る
現
世
利
益
そ
の
ま
ま

の
生
き
方
で
あ
る
。
小
吏
で
あ
れ
大
官
で
あ
れ
、
あ
た
え
ら
れ
た
分

に
安
ん
ず
る
市
民
の
生
き
方
で
あ
る
。

こ
う
し
た
術
士
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
描
い
た
苑
嘩
の
意
識
は
ど
こ

か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
方
術
の
正
当

化
で
あ
る
。
『
繋
辞
伝
』
は
、
「
卜
筵
は
そ
の
占
を
尚
ぶ
」
と
し
て
、

占
嫉
を
正
当
視
す
る
。
術
そ
の
も
の
は
天
意
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
何
の
不
当
性
は
な
い
。
そ
れ
を
妄
り
に
用
い
て
俗
を
ま
ど
わ

す
こ
と
に
不
当
性
が
あ
る
。

そ
れ
も
の
の
偏
す
る
と
こ
ろ
、
い
ま
だ
よ
く
蔽
な
き
に
あ
ら
ず
。

大
道
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
そ
の
該
は
あ
る
い
は
同
じ
。
乃
は

ち
『
詩
』
の
愚
に
失
し
、
『
書
』
の
匪
に
失
す
る
が
ご
と
く
な

れ
ば
、
し
か
ら
ば
則
ち
数
術
の
失
は
、
俗
を
詭
す
に
至
ら
ん
か
。

（
方
術
伝
序
論
）

『
詩
経
』
と
い
え
ど
も
、
そ
の
説
く
温
柔
敦
厚
の
み
に
偏
す
れ
ば

愚
人
に
近
い
。
ま
し
て
数
術
の
み
に
偏
す
れ
ば
俗
を
乱
す
こ
と
必
定

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
術
そ
の
も
の
は
不
経
で
は
な
い
。
こ
れ
を
用

い
て
世
俗
を
乱
す
こ
と
に
害
が
あ
る
。
小
吏
と
い
え
ど
も
、
官
吏
が

こ
れ
を
行
い
、
太
守
が
賞
す
れ
ば
明
ら
か
に
官
の
行
う
方
術
と
な
る
。

正
統
的
方
術
で
あ
る
。
術
士
は
自
か
ら
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
し
て

天
意
を
占
い
、
そ
の
神
託
を
の
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
用
い
る

か
否
か
は
、
か
か
っ
て
上
司
あ
る
い
は
天
子
に
あ
る
。
官
に
よ
っ
て

統
制
さ
れ
た
方
術
と
い
っ
て
も
よ
い
。
確
か
に
苑
嘩
は
そ
の
点
を
見

通
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
家
に
卒
す
」
と
い
う
一
句
を
付
す

こ
と
で
、
術
士
の
い
わ
ば
官
僚
化
さ
れ
た
側
面
を
描
き
、
国
家
の
正

統
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
方
術
の
有
効
性
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。

後
漢
末
の
大
乱
は
、
術
士
に
と
っ
て
多
く
の
活
躍
の
場
を
あ
た
え

た
。
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
方
術
伝
巻
下
に
は
、
鬼
神
役
使
・
禁

架
•
長
生
の
術
士
が
録
さ
れ
る
。
比
較
的
平
穏
な
社
会
に
あ
っ
て
は
、

変
事
を
予
知
す
る
こ
と
が
術
士
の
務
め
で
あ
っ
た
が
、
混
乱
の
中
に

あ
っ
て
は
、
予
知
よ
り
も
む
し
ろ
眼
前
に
奇
異
を
示
す
術
士
に
目
が

注
が
れ
た
と
い
う
こ
と
か
。
彼
ら
の
多
く
は
、
官
に
仕
え
ず
市
井
に

あ
っ
て
効
験
を
あ
ら
わ
し
た
。
一
見
、
国
家
と
は
無
縁
の
彼
ら
も
、

方
術
伝
の
中
で
は
正
統
的
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
る
。

徐
登
は
も
と
は
女
子
。
い
ま
変
じ
て
丈
夫
と
な
る
。
と
き
に
、
趙

柄
な
る
も
の
あ
り
、
越
方
を
よ
く
す
る
。
漢
末
の
兵
乱
に
遭
い
、
疫

疾
大
い
に
流
行
す
る
に
、
二
人
共
に
そ
の
術
を
も
っ
て
民
に
施
療
し

て
大
い
に
効
験
が
あ
っ
た
。
後
に
趙
柄
は
、
章
安
県
の
県
令
に
衆
を

惑
わ
す
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
て
死
す
。
人
々
は
永
康
の
地
に
趙
柄
を

祠
り
、
今
に
至
る
も
蚊
訥
は
そ
の
祠
室
に
入
る
を
得
ず
。
（
巻
下
）

趙
柄
は
、
衆
を
惑
わ
す
、
す
な
わ
ち
妖
乱
の
罪
を
も
っ
て
章
安
県

(9) 
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令
に
殺
害
さ
れ
た
。
後
に
多
く
の
宗
教
々
団
が
「
惑
衆
」
の
嫌
疑
に

よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
初
期
の
例
、
趙
柄
は
民
間
の

術
士
で
あ
っ
た
。
同
じ
療
病
の
行
為
を
行
っ
て
も
、
彼
が
官
に
属
し

て
い
た
な
ら
ば
、
全
く
違
っ
た
対
応
が
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

民
は
永
康
に
廟
を
建
て
て
祀
っ
た
。
「
惑
衆
」
の
異
端
・
邪
教
の
人

を
祀
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
淫
祀
に
当
る
。
そ
れ
が
残
さ
れ

て
い
た
の
は
黙
認
か
。
方
術
伝
に
記
さ
れ
る
に
至
っ
て
趙
柄
の
名
誉

は
回
復
さ
れ
、
正
統
に
列
せ
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
今

に
至
る
も
蚊
訥
入
る
を
得
ず
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
霊
力
の
強
力
な

効
果
を
示
唆
し
た
も
の
。
こ
こ
に
は
疱
嘩
の
評
価
が
か
な
り
含
ま
れ

る
と
見
て
よ
い
。

劉
根
は
嵩
山
中
に
隠
れ
住
む
隠
士
で
あ
っ
た
。
多
く
の
好
事
家
が

彼
を
慕
い
道
を
学
ん
だ
が
、
太
守
は
百
姓
を
惑
わ
す
と
し
て
捕
え
た
。

そ
の
術
の
効
験
を
太
守
の
眼
前
で
示
さ
な
け
れ
ば
死
刑
と
て
、
太
守

の
父
祖
近
親
の
も
の
の
霊
数
十
人
を
呼
び
出
し
た
と
こ
ろ
、
亡
者
は

ロ
々
に
太
守
の
非
を
せ
め
、
家
祖
を
汚
す
と
罵
っ
た
。
太
守
は
叩
頭

流
血
し
て
罪
を
詫
び
た
が
、
劉
根
は
こ
れ
に
応
え
ず
、
忽
然
と
し
て

姿
を
く
ら
ま
し
た
。
（
巻
下
）

太
守
が
自
ら
の
非
を
認
め
た
こ
と
で
、
劉
根
の
罪
は
消
え
、
「
惑

衆
」
の
嫌
疑
も
は
れ
た
。
正
史
の
立
場
を
「
勧
善
懲
悪
」
・
「
彰
善
垂

戒
」
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
は
懲
悪
さ
れ
た
の
は
太
守
で
あ
る
。
劉

根
も
ま
た
民
間
の
術
士
。
趙
柄
•
劉
根
が
「
惑
衆
」
の
嫌
疑
を
か
け

ら
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
民
間
に
あ
っ
た
術
士
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
官
の
管
理
下
に
な
い
彼
ら
術
士
た
ち
は
、
「
惑
衆
」
に

よ
っ
て
反
乱
•
一
揆
の
首
謀
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
ら
れ
た
。
太
平
道

張
角
の
起
し
た
黄
巾
の
乱
は
、
ま
さ
し
く
後
漢
王
朝
を
衰
退
さ
せ
る

一
因
と
な
っ
た
。
後
漢
末
の
地
方
官
に
と
っ
て
、
信
者
を
多
く
集
め

る
教
団
の
教
主
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
民
間
の
術
士
た
ち
は
、
こ
の
地
方
官
に
と
っ
て
脅
威
で
し

か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
惑
衆
」
は
弾
圧
の
口
実
で
あ
る
。
官
に

あ
る
正
統
な
術
士
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
民
間
の
術
士
は
異
端
と
し
て

弾
圧
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
構
造
が
こ
こ
に
は
窺
え
る
が
、
苑
嘩
の
立

場
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
て
弾
圧
さ
れ
る
術
士
に
同
情
的
で
も
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
術
士
の
伝
を
み
て
み
る
と
、
明

ら
か
に
官
を
正
統
と
し
、
民
を
異
端
と
す
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
る
。

野
に
あ
る
術
士
も
官
に
組
み
入
れ
、
王
権
の
も
と
に
従
属
さ
せ
て
統

制
す
る
。
そ
れ
が
出
来
な
け
れ
ば
口
実
を
も
う
け
て
弾
圧
す
る
。
術

士
に
対
す
る
政
策
の
一
端
が
窺
え
る
。
方
術
自
体
は
正
当
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
用
い
る
術
士
の
立
場
・
身
分
に
よ
っ
て
正
統
と
異
端
に

分
か
れ
る
と
い
う
構
図
は
、
天
子
の
も
つ
正
統
性
が
そ
の
代
行
者
で

あ
る
官
吏
と
し
て
の
術
士
に
ま
で
及
ぶ
、
と
い
う
認
識
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
天
子
は
天
か
ら
そ
の
正
統
性
を
付
与
さ

れ
る
。
そ
の
天
の
意
志
を
知
る
の
が
占
術
で
あ
る
か
ら
、
占
法
・
占

術
は
本
来
的
に
天
子
の
統
制
下
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

(10) 
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方
術
伝
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
限
り
の
方
術
を
、
明
ら
か
に
肯
定

的
に
み
て
い
る
（
注
6
)
。
そ
の
姿
勢
の
根
幹
が
、
正
統
的
方
術
と

い
う
認
識
に
あ
る
こ
と
は
、
以
上
記
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

換
言
す
れ
ば
勧
善
懲
悪
の
方
術
と
称
し
て
も
よ
い
。
「
惑
衆
」
と
し

て
弾
圧
さ
れ
る
の
も
、
懲
悪
で
あ
り
、
逆
に
衆
の
苦
難
を
救
っ
た
術

士
を
弾
圧
す
る
太
守
を
懲
ら
し
め
る
の
も
懲
悪
で
あ
る
。
一
方
は
官

に
よ
る
正
統
性
の
主
張
で
あ
り
、
一
方
は
苑
嘩
の
み
る
正
統
性
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
価
値
観
が
方
術
伝
に
は
含
ま
れ
る
。
正
史
の
も
っ

勧
善
懲
悪
の
意
は
、
実
は
往
々
に
し
て
こ
の
よ
う
な
官
の
も
つ
意
識

と
、
撰
者
の
も
つ
意
識
と
の
狭
間
に
立
た
さ
れ
る
。
そ
れ
が
端
的
に

あ
ら
わ
れ
た
の
が
劉
根
伝
で
あ
ろ
う
。

劉
根
の
基
本
的
な
文
献
と
し
て
、
も
う
一
っ
『
神
仙
伝
』
が
あ
る
。

『
神
仙
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
異
説
が
あ
る
が
、
六
朝

末
ま
で
の
古
い
形
態
を
残
す
部
分
も
少
な
く
は
な
く
、
特
に
文
献
資

料
の
少
な
い
秦
・
漢
の
方
士
・
術
士
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
古
い
伝

承
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
神
仙
伝
』
の

記
事
は
、
苑
嘩
の
時
代
に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
記
録
に
も
と
づ
く

と
云
え
る
。
こ
の
『
神
仙
伝
』
の
劉
根
伝
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
説
話

四
、
苑
嘩
の
視
点

よ
う
。

か
ら
構
成
さ
れ
、
一
っ
は
王
葬
が
し
き
り
に
劉
根
を
招
こ
う
と
す
る

の
に
、
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
。
―
つ
は
『
後
漢
書
』
と
同
様

に
頴
川
の
太
守
に
捕
え
ら
れ
、
祖
先
の
霊
を
呼
び
出
し
て
方
術
の
効

験
を
示
し
た
こ
と
。
こ
の
記
述
は
、
『
後
漢
書
』
よ
り
詳
細
で
、
太

守
夫
妻
は
そ
の
後
狂
死
す
る
。
さ
ら
に
残
る
―
つ
は
、
劉
根
自
身
が

語
る
修
業
時
代
の
霊
験
輝
で
あ
る
。
こ
の
三
番
目
の
説
話
は
、
ほ
と

ん
ど
神
仙
怪
異
の
記
録
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
後
世
の
附
加
が
考
え

ら
れ
る
。
問
題
は
前
の
二
つ
。

『
神
仙
伝
』
は
、
「
漢
の
孝
成
帝
緩
和
二
年
に
孝
廉
に
挙
げ
ら
れ
、

郎
中
に
叙
せ
ら
る
」
と
い
う
か
ら
、
年
代
か
ら
す
る
と
前
漢
末
か
ら

後
漢
初
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
期
が
、
王
非
の
招
聘
と
一

致
す
る
が
、
第
三
の
修
業
の
回
顧
談
に
至
っ
て
、
劉
根
自
身
は
得
仙

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
王
非
の
纂
位
に
よ
っ
て
官
を
罷
め

た
劉
根
が
、
仙
道
を
修
業
し
て
第
二
の
頴
川
太
守
の
亡
魂
現
出
が
起

っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
後
漢
書
』
の
配
列
に
従
え
ば
、

巻
下
の
後
半
は
特
に
後
漢
末
以
後
の
術
士
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
方

術
伝
は
劉
根
を
後
漢
末
の
術
士
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
両
者
の
間
に
は
、
二
百
年
ほ
ど
の
差
が
あ
る
。
そ
の
差
を
『
神

仙
伝
』
は
「
仙
を
得
た
」
こ
と
で
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
後
漢
末
の

嵩
山
に
、
劉
根
と
称
す
る
術
士
が
存
在
し
た
。
方
術
伝
は
あ
く
ま
で

そ
の
事
実
を
記
す
。
一
方
の
『
神
仙
伝
』
は
、
そ
の
後
漢
末
の
劉
根

が
、
前
漢
末
か
ら
生
存
す
る
仙
人
と
い
う
の
で
あ
る
。

(11) 
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苑
嘩
は
、
こ
う
し
た
劉
根
の
伝
承
や
記
録
の
い
が
於
わ
し
い
部
分

を
削
り
落
し
て
、
後
漢
末
に
起
っ
た
頴
川
太
守
に
よ
る
収
獄
を
主
と

し
て
記
録
し
た
。
亡
霊
云
々
の
話
は
、
劉
根
が
優
れ
た
術
士
で
あ
っ

た
こ
と
を
象
徴
化
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
姿
を
く
ら
ま
せ
た
と
い

う
の
は
、
殺
害
さ
れ
た
か
脱
獄
し
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
『
神

仙
伝
』
は
こ
の
あ
た
り
、
も
う
少
し
怪
異
性
を
含
む
。
苑
嘩
は
出
来

る
限
り
、
こ
う
し
た
荒
唐
な
記
事
を
削
ぎ
落
し
て
方
術
伝
を
記
し
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
か
な
り
の
神
秘
性
が
残
っ
た
の
は
、
時
代

の
な
せ
る
わ
ざ
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、
疸
嘩
が
記
そ
う
と
し
た
の

は
、
著
名
な
後
漢
末
の
術
士
劉
根
の
も
つ
方
術
と
、
そ
れ
を
不
当
に

捕
え
た
太
守
の
独
善
に
あ
る
。
そ
の
対
決
の
手
段
と
し
て
の
異
術
の

披
漉
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
原
型
と
な
る
方
術
が
存
在
し
た
。
禁
呪
•

禁
架
．
劾
法
・
召
魂
な
ど
、
い
ず
れ
も
漢
か
ら
後
漢
の
術
士
の
よ
く

し
た
わ
ざ
で
あ
る
。
真
か
偽
か
は
問
わ
な
い
が
、
世
間
に
は
こ
う
し

た
異
術
が
多
数
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
太
守
夫
妻
が
狂
死
す
る
こ
と

を
記
す
『
神
仙
伝
』
の
立
場
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も

太
守
を
悪
と
し
、
術
士
劉
根
を
善
と
す
る
が
、
疱
嘩
は
官
の
立
場
に

立
っ
て
、
そ
こ
ま
で
は
書
か
な
い
。
忽
然
と
し
て
姿
を
消
し
た
こ
と

で
、
太
守
を
赦
し
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
禁
呪
や
劾
は
、
巫
祝
が
用
い
た
呪
術
を
基
盤
と
す
る
。

巫
は
本
来
、
神
霊
や
亡
魂
と
の
交
感
を
行
う
も
の
で
、
そ
の
機
能
を

備
え
た
も
の
は
、
既
に
殷
代
に
は
存
在
し
た
。
彼
ら
は
祈
雨
・
治
病

．
召
魂
な
ど
の
わ
ざ
を
分
担
し
、
こ
う
し
た
技
術
を
全
て
呪
術
に
よ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
周
代
末
に
出
た
方
士
は
、
陰
陽
説
・
五
行

観
な
ど
に
よ
る
原
理
的
説
明
を
行
い
、
そ
の
原
理
に
も
と
づ
く
技
術

を
開
発
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
原
理
に
は
な
お
神
秘
的
部
分
が
少

な
く
な
か
っ
た
が
、
法
則
・
理
論
か
ら
技
術
を
生
み
出
そ
う
と
す
る

近
代
の
科
学
技
術
と
、
方
法
論
的
に
は
か
な
り
類
似
し
て
は
い
た
。

秦
・
漢
に
至
っ
て
こ
の
両
者
の
術
は
相
互
に
混
滑
し
、
方
術
の
中

に
含
ま
れ
た
、
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
後
漢
代
の
術
士
の
行
う

交
霊
法
や
鬼
神
役
使
の
呪
法
な
ど
も
こ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。
治

病
を
は
じ
め
祈
雨
・
占
卜
な
ど
多
く
の
需
用
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

後
漢
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
か
な
り
日
常
的
な
存
在
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
苑
嘩
の
時
代
も
ま
た
同
じ
で
あ
っ
た
ろ

う
。
疸
嘩
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
非
現
実
的
な
詐
術
で
は
な
く
、
一

般
的
な
認
識
と
し
て
肯
定
し
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

方
術
伝
の
成
立
基
盤
は
こ
こ
に
あ
る
。
時
あ
た
か
も
い
わ
ゆ
る
志

怪
文
学
の
全
盛
期
で
あ
る
。
神
秘
の
風
聞
と
技
法
は
巷
間
に
充
ち
て

い
た
。
五
経
に
も
と
づ
か
な
い
伝
承
を
不
経
と
い
う
。
こ
れ
ら
神
秘

の
技
法
は
、
い
ず
れ
も
怪
誕
不
経
、
怪
力
乱
神
の
域
に
あ
る
。
そ
れ

を
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
に
つ
ぐ
史
書
の
中
に
収
め
る
た
め
に
、
疸
嘩

は
官
の
正
統
性
を
主
張
し
つ
つ
、
一
方
で
は
懲
悪
の
価
値
観
に
従
っ

て
方
術
伝
を
記
し
た
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
見
方
で
あ
る
。

さ
て
、
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
歴
史
を
教
訓
と
し
て
解
釈
す
る

(12) 
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立
場
が
あ
る
。
方
術
伝
を
教
訓
と
し
て
考
え
れ
ば
、
ど
ん
な
意
味
を

も
つ
か
。
お
そ
ら
く
、
『
論
語
』
に
い
う
「
小
道
と
い
え
ど
も
必
ず

観
る
べ
き
も
の
あ
り
、
遠
き
を
致
し
て
泥
む
を
恐
る
」
と
い
う
の
が

最
も
当
を
得
た
答
え
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
一
句
と
表
裏
の
関

係
に
あ
る
の
が
、
方
術
伝
序
論
に
「
そ
れ
も
の
の
偏
す
る
と
こ
ろ
、

い
ま
だ
よ
く
蔽
な
き
に
あ
ら
ず
。
大
道
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
そ
の

骸
あ
る
い
は
同
じ
」
の
言
で
あ
る
。
大
道
も
小
道
も
、
一
辺
倒
に
な

れ
ば
そ
の
害
は
同
じ
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
疱
嘩
の
言
い
訳
け
の

よ
う
に
も
聞
え
る
が
、
そ
の
実
、
小
道
に
も
見
る
べ
き
正
義
は
あ
り
、

記
す
べ
き
善
も
あ
る
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
蛇
足
を
付
す
。
中
国
知
識
人
の
史
書
に
対
す
る
思
い
入
れ

は
今
も
続
く
。
長
大
な
歴
史
と
い
っ
て
も
、
そ
の
間
に
は
異
民
族
の

支
配
が
あ
り
、
国
家
の
分
裂
と
統
一
、
王
朝
交
替
に
よ
る
国
名
の
変

換
な
ど
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
必
ず
し
も
「
一
統
」
が
保
持
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
正
史
は
断
代
史
で
は
あ
る
が
、
前
朝
を
継
ぐ
正
統

と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
史
書
で
あ
る
。
王
朝
が
変
り
、
国

名
が
変
っ
て
も
、
連
綿
と
し
て
一
統
が
保
た
れ
た
こ
と
を
二
十
四
乃

至
は
二
十
五
の
正
史
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

為
政
者
は
こ
の
書
に
多
大
な
関
心
を
寄
せ
た
。
民
国
政
府
に
よ
る
『
清

史
稿
』
の
編
纂
も
、
底
流
に
は
そ
の
意
識
が
窺
え
る
。
こ
の
書
か
ら

「
稿
」
が
は
ず
さ
れ
る
こ
と
は
、
も
う
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の

意
識
は
明
ら
か
に
正
史
の
編
纂
に
あ
っ
た
。
大
戦
後
、
時
の
蒋
介
石

総
統
の
頌
寿
記
念
と
し
て
、
宋
本
を
主
と
し
た
『
仁
寿
本
二
十
五
史
』

を
刊
行
し
て
世
界
の
大
学
や
研
究
機
関
に
贈
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
中
国
で
は
碩
学
顧
頷
剛
を
中
心
と
し
て
『
校
点
本
二
十
四

史
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
周
恩
来
首
相
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ

た
国
家
規
模
の
事
業
で
あ
っ
た
。
業
中
ば
に
し
て
周
首
相
は
死
去
し

た
が
、
事
業
は
完
遂
さ
れ
た
。
経
や
諸
子
・
集
は
そ
の
時
々
の
価
値

観
に
よ
っ
て
評
価
が
変
り
、
後
代
は
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
く

な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
正
史
の
も
つ
ゆ
る
ぎ
な
い
記
録
性
は
、
永
遠

に
価
値
を
も
つ
、
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
社
会
主
義
中
国
に
あ
っ
て
、
唯
物
史
観
に
よ
る
正
史
こ
そ

書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
は
官
史
と
称
す
べ
き
も
の
し
か
出
版

さ
れ
な
か
っ
た
事
情
は
、
今
も
さ
し
て
変
ら
な
い
。
し
か
し
、
考
え

て
み
れ
ば
、
正
史
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
は

あ
る
。
教
科
書
で
あ
る
。
国
定
・
官
製
の
教
科
書
こ
そ
現
代
の
正
史

と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
先
年
来
、
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
る
日
本
の

歴
史
教
科
書
へ
の
批
判
は
、
実
は
中
国
の
歴
史
認
識
に
な
お
勧
善
懲

悪
の
意
識
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
教
科
書
を
正
史
・
官
史
と

し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
じ
儒
教
文
化

圏
に
あ
っ
た
韓
国
も
ま
た
同
様
と
い
え
る
。
歴
史
に
倫
理
を
求
め
る

こ
と
こ
そ
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
わ
が
国
の
一
部
の
人

達
が
呼
応
し
て
、
あ
る
種
の
価
値
観
を
も
っ
て
歴
史
事
象
を
選
択
し

(13) 
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ー て
教
科
書
を
作
る
と
、
立
派
な
「
正
史
」
が
出
来
る
。
現
代
の
怪
誕

不
経
の
書
で
あ
る
。

史
書
の
方
術
伝
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
に
、
坂
出
祥
伸
「
方
術
伝
の
成

立
と
そ
の
性
格
」
（
『
中
国
の
科
学
と
科
学
者
』
京
大
人
文
科
学
研
究
所
研

究
報
告
•
一
九
七
八
年
、
ま
た
同
教
授
著
書
『
中
国
古
代
の
占
法
』
研
文

出
版
所
収
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
『
三
国
志
』
魏
書
方
伎
伝
以
後
の

各
史
書
の
方
術
・
芸
術
伝
類
の
性
格
を
論
じ
た
も
の
で
、
拙
論
に
は
大
い

に
参
考
と
な
っ
た
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
教
授
は
、
『
後
漢
書
』
以
後
の

方
術
伝
で
は
、
術
数
を
「
礼
的
秩
序
」
の
枠
内
に
お
し
と
ど
め
よ
う
と
す

る
意
図
が
示
さ
れ
る
、
と
し
て
、
そ
の
性
格
を
把
握
す
る
。
拙
論
の
立
場

は
、
い
わ
ば
こ
こ
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
、
坂
出
教
授
の
い
う
「
礼
的
秩

序
」
を
、
王
権
の
も
と
に
位
置
づ
け
る
官
吏
と
し
て
の
術
士
の
姿
と
し
て

と
ら
え
た
。
従
来
、
方
術
伝
の
研
究
は
、
実
は
あ
ま
り
手
が
着
け
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
方
術
そ
の
も
の
の
真
実
性
や
方
術
伝
の
内
容
が
、
む

し
ろ
あ
ま
り
に
小
説
的
で
あ
り
、
他
の
史
伝
と
一
律
に
あ
っ
か
え
な
い
、

と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
こ
と
も
原
因
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
近
来
、
方
術

も
一
種
の
技
術
と
い
う
認
識
が
か
な
り
一
般
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
論
も

そ
の
立
場
に
立
つ
。
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劾
と
は
、
呪
術
に
よ
っ
て
鬼
神
を
役
使
す
る
方
法
で
あ
る
。
主
に
は
、

呪
言
に
よ
っ
て
禁
ず
る
禁
架
•
禁
呪
な
ど
と
も
称
さ
れ
、
河
を
禁
じ
て
逆

流
さ
せ
、
枯
木
を
禁
じ
て
蘇
生
さ
せ
る
な
ど
の
方
術
が
存
在
し
た
。
澤
田

瑞
穂
『
中
国
の
呪
法
』
（
平
河
出
版
社
）
・
同
『
鬼
趣
談
義
』
（
国
書
刊
行

会
）
な
ど
が
あ
る
。

坂
出
教
授
は
方
術
伝
類
の
指
す
方
術
の
概
念
が
、
後
に
は
徐
々
に
拡
大

さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
確
か
に
後
の
方
伎
・
芸
術
伝
類
は
、
呪

術
的
要
素
が
薄
れ
、
よ
り
技
術
的
な
も
の
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
た
だ
今

日
の
い
わ
ゆ
る
芸
能
・
芸
術
に
関
す
る
も
の
は
、
一
貫
し
て
こ
れ
ら
方
術

の
中
に
は
含
ま
れ
な
い
。
例
外
と
し
て
、
『
三
国
志
』
方
伎
伝
の
声
楽
家

杜
菱
、
『
魏
書
』
術
芸
伝
の
書
家
江
式
な
ど
が
あ
る
が
、
方
術
・
方
伎
の

主
体
は
、
殆
ん
ど
占
法
・
医
法
・
天
文
・
呪
法
で
あ
り
、
六
朝
末
以
降
は
、

機
器
・
建
築
な
ど
の
技
能
者
も
多
い
。
こ
れ
は
、
書
画
な
ど
を
文
人
の
た

し
な
み
と
す
る
考
え
方
か
ら
発
す
る
よ
う
で
、
あ
く
ま
で
も
知
識
人
の
素

養
・
教
養
と
し
て
の
書
画
弾
琴
で
あ
っ
て
、
本
来
的
に
は
『
漢
志
』
の
「
生

生
の
具
」
を
方
技
と
す
る
認
識
に
従
っ
た
方
術
・
方
伎
の
親
念
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
巻
上
冒
頭
の
任
文
公
は
哀
帝
の
時
の
司
空
橡
、
次
の
郭
憲
は

光
武
帝
の
博
士
、
許
楊
は
成
帝
の
時
の
葉
県
令
、
謝
夷
吾
は
少
く
し
て
郡

吏
と
な
り
、
後
に
矩
鹿
の
太
守
と
な
っ
た
地
方
官
、
楊
由
は
郡
の
文
学
橡
、

李
南
は
有
道
に
挙
げ
ら
れ
、
李
部
は
幕
門
候
吏
、
奨
英
は
博
士
よ
り
進
ん

で
侍
中
に
至
る
。
以
上
い
ず
れ
も
地
方
官
、
あ
る
い
は
中
央
の
官
職
に
就

(14) 
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た
記
録
を
も
つ
も
の
を
巻
上
か
ら
摘
記
し
た
が
、
い
ず
れ
も
が
占
術
に

長
け
る
。

「
卒
於
家
」
の
記
録
は
、
上
記
（
注
4
)
の
諸
家
の
殆
ど
に
記
さ
れ
、

他
に
も
官
途
に
は
就
か
ず
、
市
井
に
学
を
講
じ
た
術
士
の
記
録
に
も
見
ら

れ
る
。
弟
子
数
十
人
、
数
百
人
を
も
つ
私
学
の
師
と
い
う
の
も
、
一
種
の

公
人
で
あ
り
、
王
権
の
も
と
の
知
識
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

疱
嘩
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
に
、
福
井
重
雅
「
疱
嘩
と
仏
教
」

（
『
牧
尾
良
海
博
士
頌
寿
記
念
論
集
ー
中
国
の
宗
教
・
思
想
と
科
学
』
昭

和
五
九
年
・
国
書
刊
行
会
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
苑
嘩
が
無
神
論
の

立
場
か
ら
仏
教
の
説
く
鬼
神
論
を
否
定
し
、
「
無
仏
」
の
立
場
を
貫
い
た

こ
と
を
論
ず
る
。
こ
の
際
、
苑
嘩
の
立
場
が
仏
教
の
鬼
神
論
や
霊
魂
論
の

み
を
否
定
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
鬼
神
・
霊
魂
全
般
の
否
定
で
あ
っ
た
の

か
は
、
い
さ
さ
か
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
、
該
論
文
は
、
「
仏
教
の
み
」

の
鬼
神
論
へ
の
反
発
と
位
置
づ
け
る
。
要
す
る
に
反
仏
教
の
立
場
で
あ
る
。

方
術
伝
に
は
、
鬼
神
役
使
や
劾
法
な
ど
も
採
ら
れ
、
必
ず
し
も
否
定
的
な

扱
い
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
も
、
疸
嘩
の

反
仏
教
か
ら
く
る
一
種
の
中
国
的
伝
統
へ
の
回
帰
と
い
う
こ
と
に
な
る

か
。
方
術
伝
で
は
、
こ
う
し
た
不
可
思
議
な
も
の
を
肯
定
的
に
と
ら
え
よ

う
と
す
る
視
点
は
一
定
し
て
い
る
。
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