
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
り
に
近
づ
い
た
頃
、
英
国
の
名
宰
相
チ
ャ
ー
チ
ル
が
重
い
肺
炎
に
か
か
っ
た
が
、
青
か
び
か
ら
抽
出
し
た
新
薬
ペ
ー
ー

シ
リ
ン
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
恢
復
し
た
と
い
う
一
豆
－
ス
を
耳
に
し
た
時
、
私
は
こ
れ
で
地
球
上
の
化
膿
を
お
こ
す
病
気
は
根
絶
す
る

と
確
信
し
た
。
事
実
、
虫
垂
炎
、
櫛
、
け
が
に
よ
る
化
膿
、
切
開
創
の
化
膿
、
そ
の
他
の
化
膿
性
疾
患
は
激
減
し
た
。
し
か
し
日
が
経
つ
に
従

っ
て
・
へ
’
一
シ
リ
ン
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
副
作
用
が
出
現
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
副
作
用
の
な
い
。
へ
’
一
シ
リ
ン
に
代

る
強
力
な
抗
生
物
質
が
続
食
と
出
現
し
て
き
た
。
さ
ら
に
放
射
性
同
位
元
素
、
超
音
波
エ
コ
ー
グ
ラ
ム
、
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
、
内
視
鏡
診

断
、
血
液
の
生
化
学
的
検
査
な
ど
の
臨
床
病
理
検
査
法
が
発
達
し
、
臓
器
移
植
の
実
用
化
の
時
代
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
伝
染
病
を
は
じ
め
と

し
て
急
性
の
経
過
を
と
る
病
気
の
治
療
法
が
目
ざ
ま
し
く
進
歩
し
た
。

昭
和
三
十
年
の
後
半
か
ら
、
わ
が
国
は
高
度
成
長
期
に
入
っ
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
公
害
病
や
成
人
病
が
次
々
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
四
十
年
後
半
に
な
る
と
、
わ
が
国
は
経
済
大
国
に
な
り
、
世
界
一
の
長
寿
国
に
な
っ
た
の
は
よ
い
が
、
成
人
病
を
は
じ
め
心
身
症
、
老
人

保
健
が
重
要
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
。
と
く
に
こ
れ
ら
の
病
気
の
中
に
は
、
西
洋
医
学
に
よ
る
治
療
の
桑
で
は
治
癒
し
な
い
も

の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
今
ま
で
軽
視
さ
れ
て
い
た
各
種
の
伝
統
的
医
療
が
問
い
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

は
じ
め
に 仏

教
と
病
気
・
医
療
と
の
か
か
わ
り

ｌ
と
く
に
イ
ン
ド
仏
教
に
つ
い
て
Ｉ
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日
本
人
と
仏
教
と
は
、
き
っ
て
も
ぎ
れ
な
い
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
仏
教
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ

ッ
ダ
（
紀
元
前
五
六
○
’
四
八
○
年
）
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
で
開
か
れ
た
宗
教
で
あ
る
。

ジ
ヨ
ウ
ポ
ソ
ノ
ウ

ブ
ッ
ダ
は
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
国
の
中
に
領
土
を
持
っ
て
い
た
釈
迦
族
の
浄
飯
王
の
長
男
と
し
て
紀
元
前
五
六
○
年
に
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
将

来
は
釈
迦
族
を
統
率
す
る
地
位
に
あ
っ
た
た
め
に
、
き
わ
め
て
恵
ま
れ
た
生
活
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
何
故
出
家
修
行
を
行
う
よ
う

（
一
）

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
『
ブ
ッ
ダ
の
医
学
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

第
一
に
、
ブ
ッ
ダ
の
性
格
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
ッ
ダ
は
感
受
性
が
強
く
、
内
向
的
な
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
目
を
み
は

る
よ
う
な
歓
楽
の
生
活
に
満
足
せ
ず
、
人
間
の
生
病
老
死
に
つ
い
て
、
人
一
倍
悩
み
、
そ
れ
を
克
服
す
る
方
法
に
つ
い
て
始
終
考
え
て
い

現
代
の
西
洋
医
学
に
よ
る
医
療
の
最
大
の
欠
点
は
、
病
人
を
「
病
気
」
と
し
て
物
質
的
に
扱
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
一

つ
の
方
法
と
し
て
、
仏
教
が
病
お
よ
び
医
療
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
形
で
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、
病
を
予
防
し
、
病
人
を
治
し
て
欲
し
い
と
い
う
、
庶
民
の
仏
教
に
対
す
る
願
望
の
実
態
は
、
古
代
も
現
代
も
驚
く
ほ
ど
変
化
し
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
本
稿
で
は
イ
ン
ド
仏
教
と
病
気
・
医
療
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
、
大
分
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

一
ブ
ッ
ダ
が
出
家
修
行
す
る
に
い
た
っ
た
動
機
と
背
景
に
つ
い
て

第
三
に
こ
の
時
代
は
商
工
業
が
大
い
に
発
達
し
、
宗
教
、
思
想
の
分
野
に
お
い
て
も
、
バ
ラ
モ
ン
文
化
に
拘
束
さ
れ
な
い
、
自
由
な
主

張
と
実
践
を
行
う
こ
と
の
出
来
る
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
般
民
衆
の
間
に
根
強
く
存
在
し
て
い
る
バ
ラ
モ
ン
の
束
縛
か
ら
逃
れ
た

え
た
の
で
は
な
か
ろ
シ
フ
か
。

第
二
に
、
釈
迦
族
は
弱
小
国
で
、
常
に
近
隣
の
大
国
に
減
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
国
の
王
に
な
っ
て
も
、
い
つ

ま
で
こ
の
状
態
に
い
ら
れ
る
か
、
予
測
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
精
神
面
で
「
安
ら
ぎ
」
を
得
る
た
め
に
、
出
家
修
業
し
よ
う
と
考

た
Q
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マ
ク
’
－
１
ル
は
、
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
勃
興
・
発
展
と
疫
病
と
の
関
連
が
存
在
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
現
象
が
両
宗
教
の

間
に
よ
く
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
イ
ン
ド
文
明
の
特
色
で
あ
る
カ
ー
ス
ト
制

ブ
ッ
ダ
の
教
え
が
一
般
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
急
速
に
一
大
宗
教
運
動
に
発
展
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
第
一
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教

え
を
修
行
す
る
者
は
、
生
産
活
動
を
全
く
行
わ
ず
托
鉢
に
よ
っ
て
最
低
の
生
活
を
維
持
し
な
が
ら
修
行
す
る
出
家
僧
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ

（
一
一
）

と
。
第
二
は
出
家
僧
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
教
団
の
運
営
は
、
出
家
後
の
年
数
に
よ
る
序
列
の
差
を
除
い
て
は
、
す
べ
て
平
等
で
あ
り
、
自
主
的

に
運
営
さ
れ
た
こ
と
。
第
三
は
ブ
ッ
ダ
の
伝
道
方
法
が
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
民
衆
の
能
力
に
応
じ
て
、
む
ず
か
し
い
真
理
に
つ
い
て
は

適
切
な
た
と
え
を
用
い
、
ま
た
話
す
言
語
は
そ
の
土
地
の
方
言
を
使
う
な
ど
、
そ
の
方
法
が
巧
象
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

か
く
し
て
ブ
ッ
ダ
は
中
道
、
四
締
、
縁
起
、
八
正
道
の
真
理
を
体
得
し
て
悟
り
を
得
た
の
で
あ
る
。

三
マ
ク
ニ
ー
ル
の
唱
え
た
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
勃
興
・
発
展
と
疫
病
と
の
関
連
説

二
初
期
仏
教
が
一
大
宗
教
運
動
に
発
展
し
た
理
由

第
四
に
、
こ
の
時
代
は
種
族
社
会
か
ら
国
家
社
会
に
急
激
に
変
っ
た
た
め
に
、
釈
迦
族
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
、
自
由
・
平
等
・
博

愛
の
根
本
原
理
に
基
く
、
共
和
制
政
治
形
体
が
消
失
し
、
道
徳
の
崩
壊
し
た
低
級
な
社
会
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
食
の

心
は
不
安
に
満
ち
、
種
族
時
代
の
自
由
・
平
等
・
博
愛
に
基
く
共
和
制
政
治
形
体
が
復
活
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。

さ
い
ご
に
、
も
う
一
つ
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
釈
迦
族
は
非
ア
ー
リ
ャ
人
種
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ

ッ
ダ
が
、
ア
ー
リ
ャ
人
種
が
つ
く
っ
た
バ
ラ
モ
ン
の
権
威
を
否
定
す
る
素
地
が
、
こ
こ
に
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
○

い
と
い
う
強
い
願
望
が
あ
っ
た
。
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と
、
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
の
超
越
主
義
は
、
疫
病
に
悩
ま
さ
れ
た
農
民
の
生
活
が
い
く
分
か
で
も
楽
に
な
る
よ
う
に
、
経
験
的
に
生
ま
れ
た
知
恵

（
一
二
）

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

同
様
に
イ
ン
ド
文
明
を
特
徴
づ
け
る
、
さ
ら
に
二
つ
の
重
要
な
側
面
も
、
や
は
り
病
気
の
蔓
延
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ン
ド
社
会
の
特
色
た
る
カ
ー
ス
ト
制
の
発
生
し
た
原
因
に
は
、
い
わ
ば
疫
学
的
疎
隔
意
識
と
で
も
言
う
べ

き
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
天
然
痘
と
い
っ
た
文
明
に
伴
う
悪
性
の
病
気
と
共
存
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
ア
ー
リ
ア
人
の
侵
入
者
が
、
イ
ン
ド
南
部
と
東
部
の
高
温
多
湿
の
環
境
下
に
は
び
こ
っ
て

い
る
恐
る
べ
き
風
土
病
に
対
す
る
耐
性
を
獲
得
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
土
着
の
「
森
の
種
族
」
と
出
会
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
生
じ
た

互
い
に
相
手
を
避
け
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。

と
述
べ
、
カ
ー
ス
ト
制
の
成
立
と
疫
病
の
蔓
延
と
の
間
に
は
強
い
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
の
特
徴
で
あ
る
超
越
主
義
は
、
貧
困
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
病
気
の
重
荷
を
背
負
っ
た
農
民
た

ち
の
現
実
に
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
に
お
い
て
、
皇
帝
を
中
心
と
す
る
国
家
の
構
造
を
支

え
、
ま
た
そ
れ
を
調
整
す
る
役
割
を
果
た
し
た
儒
教
と
は
ま
る
で
違
っ
て
、
イ
ン
ド
の
主
要
な
二
宗
教
、
仏
教
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
共
に
根

本
的
に
非
政
治
的
だ
っ
た
。
両
者
と
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
五
官
に
知
覚
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
否
定
し
、

世
俗
の
栄
華
と
富
と
権
力
を
幻
影
と
し
て
退
け
た
の
で
あ
る
。
孔
子
は
、
権
力
の
濫
用
の
抑
制
に
つ
な
が
る
行
動
規
範
を
定
め
て
、
上
層

の
諸
階
級
に
よ
る
マ
ク
ロ
寄
生
（
筆
者
注
Ｉ
政
治
へ
の
介
入
）
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
．
そ
れ
に
反
し
て
イ
ン
ド
の
僧
侶
た
ち
は
、
政

治
と
社
会
に
背
を
向
け
ｌ
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
に
絶
望
し
て
と
も
言
え
る
が
Ｉ
、
弟
子
た
ち
に
窮
乏
生
活
を
説
き
、
解
脱
の
聖
な
る

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
得
や
す
く
な
る
よ
う
に
、
周
囲
に
対
す
る
物
質
的
要
求
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
命
じ
た
。

と
記
し
て
い
る
。
当
時
の
農
民
は
、
疫
病
と
貧
困
に
よ
っ
て
農
産
物
の
生
産
能
力
が
、
驚
く
ほ
ど
貧
弱
で
あ
っ
た
た
め
に
、
イ
ン
ド
の
諸
宗
教

の
修
行
者
は
、
農
民
の
負
担
を
で
き
る
限
り
少
く
す
る
よ
う
物
質
的
要
求
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
農
民
の
苦
し
い
生
活
の
現
実
に
う
ま
く
マ
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マ
ク
ニ
ー
ル
の
主
張
し
た
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
制
の
成
立
、
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宗
教
の
超
越
主
義
お
よ
び
仏
教
の
誕
生
・

発
展
の
根
拠
は
、
イ
ン
ド
の
疫
病
の
多
発
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
主
張
は
、
従
来
の
疫
病
史
に
お
け
る
研
究
方
法
と
は
異

死
を
、

い
う
。

ツ
チ
す
る
よ
う
な
、
社
会
の
現
実
か
ら
背
を
向
け
た
超
越
主
義
の
修
行
（
筆
者
注
Ｉ
出
家
に
よ
る
修
行
）
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
よ
う
と
し
た

（
四
）

の
で
あ
る
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
勃
興
・
発
展
と
疫
病
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

宗
教
史
の
面
で
も
、
ロ
ー
マ
と
中
国
の
間
に
は
驚
く
べ
き
並
行
現
象
が
見
ら
れ
る
。
仏
教
は
一
世
紀
に
漢
帝
国
に
浸
透
し
始
め
、
間
も

な
く
高
い
階
層
に
信
者
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
い
っ
た
。
仏
教
が
宮
廷
内
の
諸
集
団
に
お
い
て
公
的
な
支
配
力
を
持
っ
た
の
は
、
三
世
紀

か
ら
九
世
紀
に
も
達
す
る
長
い
期
間
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
ま
さ
に
同
じ
時
期
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
勝
ち

得
た
成
功
と
並
行
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
、
仏
教
も
、
現
世
の
苦
し
み
を
人
び
と
に
対
し
て
納
得
い
く
よ
う
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
中
国
に
根
付
い
た
形
の
仏
教
は
、
近
親
の
多
く
を
失
っ
て
生
き
延
び
た
人
び
と
や
暴
力
と
病
気
の
犠
牲
者
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ

世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
の
心
の
慰
め
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
は
イ
ン
ド
生
ま
れ
の
宗
教
だ
が
、
イ
ン
ド
と

い
う
国
は
、
も
っ
と
お
だ
や
か
な
気
候
帯
に
位
置
す
る
諸
文
明
と
比
較
す
る
と
、
病
気
の
発
生
が
極
度
に
高
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

て
キ
リ
ス
ト
教
も
、
寒
冷
の
人
口
希
薄
な
土
地
に
比
べ
れ
ば
常
に
感
染
症
の
発
生
が
著
し
か
っ
た
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
な
ど
大
都
市
の
環
境
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
誕
生
の
当
初
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
は
と
も

に
、
病
気
に
よ
る
突
然
の
死
を
人
間
の
生
の
重
要
な
事
実
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
両
者
と
も
に
死
を
苦

し
ゑ
か
ら
の
解
放
と
説
き
、
死
こ
そ
、
祝
福
さ
れ
た
者
だ
け
が
集
ま
り
地
上
で
受
け
た
不
当
な
仕
打
ち
や
苦
痛
が
充
分
に
償
わ
れ
る
至
福

に
満
ち
た
死
後
の
世
界
へ
の
、
喜
ば
し
き
入
り
口
で
あ
る
と
教
え
た
の
は
、
な
ん
ら
驚
く
に
当
た
ら
な
い
の
だ
。

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
疫
病
の
発
生
率
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
環
境
に
誕
生
し
た
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
は
、
と
も
に
疫
病
に
よ
る

死
を
、
人
点
が
充
分
に
納
得
し
、
心
が
慰
め
ら
れ
る
よ
う
に
上
手
に
説
く
こ
と
が
で
き
た
の
が
、
広
く
発
展
す
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
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先
ず
前
二
章
で
述
べ
た
「
ブ
ッ
ダ
が
出
家
修
行
す
る
に
い
た
っ
た
動
機
と
背
景
」
お
よ
び
「
初
期
仏
教
が
一
大
宗
教
運
動
に
発
展
し
た
理

由
」
に
、
当
時
の
イ
ン
ド
は
疫
病
の
蔓
延
と
、
こ
れ
に
よ
る
多
数
の
死
者
の
た
め
に
、
労
働
力
が
不
足
し
、
農
作
物
が
満
足
に
生
産
さ
れ
ず
、

貧
困
と
病
苦
の
た
め
に
農
民
が
強
い
不
安
に
陥
り
、
こ
れ
を
解
決
す
る
方
法
を
切
望
し
て
い
た
。
ま
さ
に
仏
教
の
教
え
は
こ
の
農
民
の
願
望

を
十
分
に
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

っ
た
、
疫
病
の
社
会
史
と
も
い
う
べ
き
興
味
あ
る
研
究
分
野
を
開
拓
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
疫
病
史
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
発
生

状
況
お
よ
び
予
防
・
治
療
に
つ
い
て
庶
民
が
い
か
に
努
力
し
て
き
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
主
流
を
な
し
て
お
り
、
疫
病
が
社
会
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
研
究
は
き
わ
め
て
少
い
。
本
稿
で
は
マ
ク
’
－
１
ル
の
主
張
を
取
り
入
れ
て
、
先
に
筆
者
が
行
っ
た
仏
教
教
典
に
ふ
ら
れ
る
医
学

仏
教
教
典
に
は
、
仏
教
医
学
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
医
療
お
よ
び
個
人
衛
生
・
看
護
法
に
つ
い
て
詳
細
な
記
事
が
糸
ら
れ
る
。
拙
者
『
ブ
ッ
ダ

（
一
ハ
）

の
医
学
』
に
よ
っ
て
医
療
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
、

紀
元
前
二
世
紀
で
は
、
タ
ソ
ト
ラ
の
思
想
に
基
い
て
、
人
間
は
自
然
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
基
盤
に
立
ち
、
人
間
も
自
然
も
地
・
水
・

火
・
風
の
同
一
の
四
元
素
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
四
元
素
が
種
々
に
変
化
し
て
人
体
の
組
織
や
器
官
を
形
成
す
る
と

唯
物
論
的
に
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
四
元
素
の
バ
ラ
ン
ス
の
不
調
に
よ
る
発
病
説
は
、
そ
の
ま
ま
仏
典
の
律
蔵
に
と
り
い
れ
ら

（
五
）

の
研
究
に
追
加
再
検
討
を
行
い
た
い
。

四
仏
教
教
典
に
み
ら
れ
る
医
学
と
疫
病
と
の
関
連

し
か
し
、
紀
元
四
世
紀
お
よ
び
七
世
紀
の
時
代
に
な
る
と
、
三
元
素
の
バ
ラ
ン
ス
の
不
調
に
よ
る
発
病
説
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
紀
元
四
世
紀
の
時
代
で
は
発
病
と
季
節
お
よ
び
食
事
と
の
関
係
や
、
患
者
の
顔
貌
や
言
動
を
詳
し
く
述
べ
て
お
り
、
そ
の
観
察

態
度
は
自
然
科
学
的
な
考
え
に
基
く
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
七
世
紀
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
記
載
は
全
く
な

れ
た
。
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く
、
病
気
と
食
物
の
摂
取
量
と
の
関
係
、
と
く
に
絶
食
の
承
が
重
視
さ
れ
た
。

薬
物
に
つ
い
て
象
る
と
、
紀
元
前
二
世
紀
の
時
代
で
は
自
然
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
動
植
物
を
時
薬
と
称
し
、
薬
物
に
な
り
得
る
と
考

え
た
。
こ
の
考
え
方
に
は
動
植
物
に
対
す
る
生
態
学
的
な
思
想
が
み
ら
れ
る
。
四
世
紀
の
時
代
に
な
る
と
七
日
薬
、
尽
寿
薬
が
よ
く
利
用

さ
れ
た
。
七
世
紀
の
時
代
で
は
呵
梨
勒
の
承
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
三
つ
の
時
代
の
医
療
内
容
の
変
化
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
紀
元
四
世
紀
の
仏
教
医
学
の
と
こ
ろ
で
述
べ

た
よ
う
に
、
医
師
に
対
す
る
バ
ラ
モ
ン
の
執
勧
な
長
期
間
の
非
難
に
医
師
が
屈
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
に
、
合
理
的
な
自
然
科
学
的

な
考
え
方
に
基
い
て
行
わ
れ
て
い
た
観
察
や
検
討
が
次
第
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

病
気
の
治
療
法
と
し
て
絶
食
の
み
を
強
調
し
た
、
七
世
紀
の
時
代
の
医
療
は
、
自
然
科
学
的
な
考
え
方
に
基
い
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
進

歩
が
す
で
に
停
滞
し
た
状
態
の
医
療
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

同
様
な
見
解
に
た
て
ば
、
ヴ
ァ
ー
グ
バ
ダ
と
い
う
同
名
異
人
の
学
者
に
よ
っ
て
、
紀
元
六
世
紀
と
八
世
紀
に
ア
ー
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
内

容
が
八
種
類
に
分
類
・
集
成
さ
れ
て
、
『
医
学
八
分
科
綱
要
』
お
よ
び
『
医
学
八
分
科
精
粋
便
覧
』
と
い
う
題
名
の
医
書
が
出
版
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
学
問
と
し
て
の
ア
ー
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
が
衰
微
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め

に
、
こ
れ
ら
の
医
書
が
二
冊
も
出
版
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ギ
箏
久
七
）

と
あ
る
。
な
お
ブ
ッ
ダ
の
侍
医
で
あ
る
、
耆
婆
は
す
ば
ら
し
い
医
療
技
術
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
を
は
じ
め
と
し
て
仏
教
の
修

行
者
は
、
か
な
り
高
度
な
医
療
技
術
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
八
）

そ
れ
で
は
何
故
、
仏
教
の
修
行
者
は
す
ぐ
れ
た
医
療
技
術
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
波
平
に
よ
る
と
、

し
か
し
、
地
球
上
に
存
在
す
る
文
化
の
う
ち
、
大
部
分
に
お
い
て
は
、
信
仰
上
の
権
威
は
病
気
治
し
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト

教
に
お
い
て
も
、
そ
の
初
期
に
は
直
接
的
な
病
気
治
し
が
信
仰
の
中
心
で
あ
っ
た
と
山
形
孝
夫
は
説
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
福
音
書
に
は

二
五
の
病
気
治
し
の
話
が
出
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
九
六
話
は
イ
エ
ス
自
身
に
よ
る
病
気
治
し
で
あ
る
。
ま
た
使
徒
た
ち
は
イ
エ
ス
の
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キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
自
ら
伝
道
の
手
段
と
し
て
医
療
を
用
い
て
い
る
が
、
仏
教
で
は
専
ら
仏
教
教
団
内
の
修
行
者
の
医
療
に
つ
い
て
述

タ
ク
ハ
ツ

く
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
医
療
は
修
行
者
が
托
鉢
ま
た
は
伝
道
に
出
か
け
た
時
に
は
、
当
然
庶
民
に
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

像
に
か
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
庶
民
の
間
に
は
仏
教
の
修
行
者
は
す
ぐ
れ
た
医
療
技
術
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ

こ
こ
で
仏
教
教
典
に
医
療
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
由
を
考
え
る
と
、
仏
教
が
誕
生
し
た
地
域
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
の
唱
え
た
よ
う
に
悪

疫
が
流
行
し
て
多
く
の
死
者
を
出
し
、
庶
民
が
困
っ
て
い
る
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
た
め
に
、
修
行
者
を
そ
の
よ
う
な
病
気
か
ら
予
防
し
、
も

し
病
気
に
か
か
っ
た
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
よ
い
治
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
修
行
の
障
害
と
な
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
庶
民
に
対
す
る
伝
道
の
手
段
と
し
て
、
病
気
に
よ
っ
て
悩
ま
さ
れ
る
困
苦
を
で
き
る
だ
け
救
い

た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
推
察
さ
れ
る
。

（
九
）

つ
い
で
看
病
人
の
心
得
に
つ
い
て
は
、
仏
教
教
典
で
は
、
よ
く
な
い
看
病
と
い
わ
れ
る
場
合
と
よ
い
看
病
と
い
わ
れ
る
場
合
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
五
つ
の
条
件
を
挙
げ
て
い
る
。
よ
い
看
病
と
い
わ
れ
る
五
つ
の
条
件
と
は
、
第
一
に
、
汚
物
に
対
し
て
い
や
な
感
情
を
外
に
出
さ
な
い
。

れ
る
。

跡
の
治
癒
を
約
束
し
な
い
限
り
、

と
記
し
て
い
る
の
を
紹
介
し
て
い
る
。

命
じ
る
ま
ま
に
、
た
だ
病
気
を
癒
す
権
威
と
悪
霊
を
制
す
る
権
威
の
み
が
与
え
ら
れ
て
各
地
へ
宣
教
の
旅
に
立
っ
て
い
っ
た
。
使
徒
権
と

治
癒
権
と
は
切
り
離
し
が
た
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
…
…
な
お
イ
エ
ス
が
用
い
た
医
術
と
は
、
「
言
葉
」
で
あ
り
、
山
形
は
「
イ
エ
ス

に
と
っ
て
『
言
葉
』
こ
そ
ば
、
ま
さ
に
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
穿
孔
術
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
イ
エ
ス
は
病
人
に
手
を
触
れ
、
唾
を
か
け
、

唾
を
か
け
た
泥
を
患
部
に
塗
っ
て
も
治
し
た
が
、
単
に
「
潔
く
な
れ
」
、
「
歩
け
」
な
ど
と
言
う
だ
け
で
も
治
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
シ
ゲ
リ
ス
ト
が
『
文
明
と
病
気
』
の
中
で
、

キ
リ
ス
ト
の
時
代
に
は
ど
の
礼
拝
に
お
い
て
も
病
人
の
治
癒
は
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
か
ら
、
新
し
い
宗
教
は
、
同
じ
よ
う
に
奇

跡
の
治
癒
を
約
束
し
な
い
限
り
、
そ
れ
と
競
争
で
き
な
か
っ
た
。
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第
二
に
病
人
の
大
小
便
の
便
器
お
よ
び
唾
壺
を
き
ち
ん
と
必
要
な
場
所
に
出
す
。
第
三
に
病
状
に
応
じ
た
有
効
な
薬
、
食
事
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
四
に
病
人
を
上
手
に
励
ま
し
、
第
五
に
衣
食
・
利
欲
の
欲
念
が
な
く
、
自
分
の
な
す
べ
き
仕
事
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
で
あ
る
と

し
、
病
人
を
看
病
す
る
こ
と
は
大
功
徳
と
な
る
の
で
、
多
く
の
聖
者
達
は
こ
れ
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
紀
元
前
二
七

（
一
○
）

三
年
に
王
位
に
つ
い
た
名
君
ア
シ
ョ
カ
王
は
熱
心
な
仏
教
徒
で
、
国
内
各
地
に
病
院
を
建
て
て
僧
徒
に
看
護
を
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
仏

教
で
は
看
護
を
修
行
の
一
つ
と
し
て
き
わ
め
て
重
視
す
る
と
と
も
に
、
医
療
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
庶
民
に
対
す
る
伝
道
の
手
段
と
し

て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

（
一
一
）
（
一
一
一
）

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
始
ま
っ
た
そ
の
後
の
発
展
に
は
、
看
護
が
大
い
に
利
用
さ
れ
た
。
マ
ク
ニ
ー
ル
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
と
確
立
が
、
旧
来
の
も
ろ
も
ろ
の
世
界
観
を
根
底
か
ら
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
同
時
代
の

異
教
徒
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
ひ
と
つ
の
大
き
な
強
承
は
、
悪
疫
の
荒
れ
狂
っ
て
い
る
最
中
で
あ
ろ
う
と
も
、
病
人
の
看
護
と
い
う
仕
事

が
彼
ら
に
と
っ
て
自
明
の
宗
教
的
義
務
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
奉
仕
活
動
が
す
べ
て
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
ご
く
基
本

的
な
看
護
行
為
で
も
致
死
率
を
大
き
く
引
き
下
げ
る
の
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
食
べ
物
と
飲
巍
水
を
与
え
る
だ
け
で
も
、
体

が
衰
弱
し
て
い
て
自
力
で
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
空
し
く
死
を
待
つ
ほ
か
な
か
っ
た
病
人
を
、
快
方
に
向
か
わ
せ
る
こ

と
が
大
い
に
あ
り
う
る
の
だ
。
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
看
護
に
よ
っ
て
一
命
を
取
り
留
め
た
者
は
、
以
後
、
自
分
の
命
を
救
っ
て
く
れ
た

人
び
と
に
対
す
る
感
謝
の
思
い
と
温
か
い
連
帯
感
を
抱
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
災
厄
的
な
疫
病
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
既
存
の

諸
制
度
が
信
用
を
失
墜
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
を
強
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
・
・
…
．
要
す
る
に
キ

リ
ス
ト
教
は
、
困
苦
と
病
気
と
横
死
が
支
配
す
る
混
乱
の
時
代
に
完
全
に
適
合
し
た
、
思
想
と
感
情
の
一
体
系
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
：
…
．

こ
の
死
の
災
厄
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
の
敵
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
禍
い
で
あ
る
。
だ
が
神
の
し
も
べ
た
ち
に
と

っ
て
は
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
幸
運
な
出
発
で
あ
る
。
人
の
種
族
の
如
何
を
間
は
ず
、
正
し
き
者
が
よ
こ
し
ま
な
者
と
共
に
死
ん
で
い
く
こ

の
事
実
を
前
に
し
て
、
あ
な
た
方
嬢
破
壊
塁
者
注
Ｉ
死
を
意
味
す
る
）
が
善
人
に
と
っ
て
も
悪
人
に
と
っ
て
も
等
し
い
も
の
と
考
え
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教
団
の
修
行
者
は
、
朝
起
き
た
ら
先
ず
手
を
洗
え
と
説
い
て
い
る
。
手
を
洗
う
に
当
っ
て
は
ぞ
ん
ざ
い
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ

な
用
事
を
し
て
手
が
汚
れ
た
と
思
っ
た
ら
洗
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
さ
ら
に
食
事
前
に
は
手
を
洗
っ
て
清
潔
に
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。
手
を

ソ
ウ
ト
ウ

洗
う
に
は
、
草
末
・
灰
土
さ
ら
に
操
豆
（
石
鹸
の
代
用
品
）
を
用
い
れ
ば
よ
く
洗
浄
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
食
器
を
洗
い
終
っ
て
乾
い
て
い
な

い
な
ら
ば
、
布
で
ふ
か
な
い
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
乾
燥
さ
せ
る
の
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。

1ー

た
0

て
は
な
ら
な
い
。
正
し
き
者
は
新
た
な
る
生
へ
と
召
さ
れ
、
よ
こ
し
ま
な
者
は
責
め
苦
に
処
さ
れ
る
。
信
仰
あ
る
者
に
は
速
や
か
に
保
護

が
与
え
ら
れ
、
信
仰
な
き
者
に
は
罰
が
与
え
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
仏
教
に
も
適
合
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
象
で
な
く
仏
教
も
、
困
苦
と
病
気
と
横
死
が
支
配
す
る

混
乱
の
時
代
に
完
全
に
適
合
し
た
、
思
想
と
感
情
の
一
体
系
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
人
生
は
、
生
・

病
・
老
・
死
と
変
化
す
る
の
で
苦
悩
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
苦
悩
は
自
我
に
す
が
り
つ
い
た
欲
望
が
あ
る
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
欲
望
を
断
ち
き
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
に
こ
だ
わ
ら
な
い
安
定
し
た
心
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
い
か
な
る
こ
と
が
起
こ
ろ
う
と
も
泰
然
と

し
て
そ
れ
に
対
応
で
き
る
。
そ
し
て
心
の
安
定
し
た
状
態
に
到
達
す
る
方
法
と
し
て
八
正
道
の
修
行
方
法
を
説
い
た
。
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、

メ
イ
ソ
ウ

正
し
く
見
、
正
し
い
生
活
を
行
い
、
正
し
く
瞑
想
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
時
代
の
変
遷
と
共
に
自
分
の
象
が
悟
る
の
が
終
極
の
目
的
で
は
な
く
、
い
っ
さ
い
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
済
し
な
け
れ
ば

ポ
サ
ッ

や
ま
な
い
と
い
う
新
し
い
菩
薩
の
思
想
が
展
開
し
、
こ
れ
が
さ
ら
に
仏
お
よ
び
菩
薩
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
発
展

か
く
し
て
仏
教
が
中
国
に
伝
来
す
る
頃
は
、
仏
お
よ
び
菩
薩
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
思
想
が
大
勢
を
占
め
た
の
で
あ

ス
》
。
今

五
仏
教
教
典
に
み
ら
れ
る
個
人
衛
生
と
疫
病
と
の
関
連
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自
由
・
平
等
・
博
愛
を
標
傍
し
た
仏
教
教
団
が
、
教
団
に
入
団
を
希
望
し
た
修
行
者
に
健
康
面
で
厳
し
い
条
件
を
付
け
て
い
る
こ
と
は
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
不
健
康
な
状
態
で
あ
る
と
入
団
で
き
な
い
の
か
。
読
者
は
そ
の
内
容
を
一
読
さ
れ
て
驚
か
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
体
の
奇
形
と
病
気
の
あ
る
者
は
、
種
類
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
入
団
が
で
き
な
い
の
で
あ

（
一
四
）

る
。
こ
れ
を
も
う
少
し
具
体
的
に
記
そ
う
。

先
ず
、
四
肢
の
す
べ
て
の
奇
形
（
種
類
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
）
の
あ
る
も
の
、
化
膿
性
の
皮
膚
の
病
気
を
持
つ
も
の
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
あ

る
も
の
、
皮
層
に
腫
瘍
の
あ
る
も
の
、
死
相
の
あ
る
も
の
、
左
右
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
前
腕
が
正
常
に
機
能
し
な
い
も
の
、
尖
頭
や
そ
っ
歯
の

も
の
、
手
や
足
の
指
の
奇
形
の
あ
る
も
の
、
男
根
の
な
い
も
の
、
陰
病
の
も
の
、
脊
柱
の
異
常
の
あ
る
も
の
、
眼
の
病
気
ま
た
は
奇
形
の
あ
る

も
の
（
種
類
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
）
、
皮
膚
に
前
記
以
外
の
病
気
の
あ
る
も
の
、
言
語
障
害
の
あ
る
も
の
、
難
聴
を
持
つ
も
の
、
そ
の
身
体

歯
木
と
も
い
う
。

調
理
室
は
僧
家

（
一
室
一
）

に
述
べ
て
い
る
。

上
記
の
仏
教
教
団
で
行
わ
れ
た
衛
生
は
、
正
し
い
修
行
を
行
う
に
は
、
健
康
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
当
然
で
あ
る
が
、

こ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
納
得
で
き
な
い
ほ
ど
、
細
か
く
手
お
よ
び
歯
の
清
潔
方
法
を
述
べ
、
食
器
を
洗
浄
後
乾
燥
し
、
調
理
室
の
設
計
も
食
品

衛
生
的
に
考
え
て
合
理
的
に
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
マ
ク
ニ
ー
ル
の
唱
え
た
当
時
の
イ
ン
ド
の
悪
疫
の
蔓
延
を
考
え
れ
ば
十
分
に
説
明
で
き
る

チ
マ
タ

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
う
す
れ
ば
修
行
者
が
巷
に
流
行
し
て
い
る
疫
病
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
方
法
を
経
験
的
に
考
え
出
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
方
法
は
今
日
か
ら
承
て
も
消
化
器
系
伝
染
病
の
感
染
予
防
に
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
。

つ
い
で
歯
を
磨
く
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
古
代
か
ら
歯
を
清
潔
に
保
つ
た
め
に
楊
子
で
歯
を
磨
く
習
慣
が
あ
っ
た
。
楊
子
は

木
と
も
い
う
。
口
中
に
化
膿
性
の
病
気
が
あ
る
時
も
歯
木
を
噛
む
と
効
果
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

調
理
室
は
僧
家
（
僧
侶
が
住
む
家
）
の
南
ま
た
は
西
に
面
し
た
位
置
に
作
り
、
換
気
孔
や
下
水
道
を
設
け
、
食
品
を
貯
え
る
棚
を
作
る
よ
う

六
教
団
に
入
団
す
る
に
際
し
て
の
健
康
上
の
厳
し
い
条
件
に
つ
い
て

（11）375



（
一
五
）

仏
教
教
典
に
ゑ
ら
れ
る
医
学
の
内
容
は
、
古
代
イ
ン
ド
医
学
で
あ
る
ア
ー
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
初
期
の
内
容
を
示
す
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て

当
時
の
イ
ン
ド
医
学
の
実
態
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ク
ニ
ー
ル
は
、
疫
病
の
蔓
延
が
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
の
誕
生
・
発
展
と
き
わ
め
て
関
連
が
あ
り
、
か
つ
両
宗
教
の
誕
生
・
発
展
の
．
〈

タ
ー
ン
が
よ
く
類
似
し
て
い
る
と
い
う
重
要
な
研
究
成
果
を
発
表
し
た
。
筆
者
は
こ
れ
に
注
目
し
て
、
仏
教
教
典
に
記
さ
れ
て
い
る
、
医
学
・

看
護
・
個
人
衛
生
さ
ら
に
仏
教
教
団
に
入
団
す
る
に
際
し
て
の
厳
し
い
健
康
の
条
件
と
、
疫
病
の
蔓
延
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
関
連
を
示
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
詳
細
な
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
医
療
・
看
護
の
記
事
は
修
行
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
伝
道
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
個
人
衛
生
お
よ
び
入
団
す
る
に
際
し
て
の
厳
し
い
健
康

の
条
件
は
、
修
行
者
を
疫
病
か
ら
予
防
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
た
。

の
奇
形
の
あ
る
も
の
、
四
百
四
病
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
病
気
を
持
つ
も
の
な
ど
で
あ
る
。

仏
教
教
団
に
入
団
を
希
望
す
る
も
の
を
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
異
常
と
も
い
え
る
厳
格
さ
で
健
康
状
態
を
チ
｝
一
ツ
ク
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
健

全
な
身
体
で
修
行
を
行
わ
な
い
と
正
し
い
修
行
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
の
糸
で
は
納
得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
が
感
ず
る
で

あ
ろ
う
。
筆
者
は
も
う
一
つ
の
、
前
述
の
理
由
よ
り
さ
ら
に
重
要
な
理
由
と
し
て
、
マ
ク
ニ
ー
ル
の
唱
え
た
悪
疫
の
蔓
延
を
あ
げ
た
い
。
ゞ
ブ
ッ

ダ
は
悪
疫
の
蔓
延
の
悲
惨
さ
を
十
分
知
っ
て
い
た
た
め
に
、
こ
れ
が
教
団
内
に
侵
入
す
る
と
、
教
団
は
測
り
知
れ
な
い
損
害
を
受
け
、
運
が
悪

い
と
、
教
団
の
修
行
者
は
全
滅
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
悪
疫
を
持
っ
て
い
る
と
疑
わ

れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
病
気
お
よ
び
奇
形
の
あ
る
も
の
を
す
べ
て
排
除
し
よ
う
と
し
て
と
っ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

ま
と
め
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杉
田
暉
道
『
ブ
ッ
ダ
の
医
学
』
四
○
’
四
二
頁
、
平
河
出
版
社
、
東
京
、
一
九
八
七
年
．

増
原
良
彦
『
釈
迦
の
読
朶
方
』
八
○
’
八
三
頁
、
祥
伝
社
、
東
京
、
一
九
八
八
年
。

ｗ
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
佐
々
木
昭
夫
訳
『
疫
病
と
世
界
史
』
九
二
頁
、
新
潮
社
、
東
京
、
一
九
八
五
年
。

三
）
と
同
書
。
一
二
七
’
一
二
八
頁
。

（
一
）
と
同
書
。
九
八
’
一
八
九
頁
。

（
一
）
と
同
書
。
一
六
六
’
一
六
七
頁
。

波
平
恵
美
子
『
病
気
と
治
療
の
文
化
人
類
学
」
四
九
’
五
○
頁
、
海
鳴
社
、
東
京
、
一
九
八
七
年
。

（
一
）
と
同
書
。
一
七
一
’
一
七
二
頁
。

石
原
明
・
杉
田
暉
道
・
長
門
谷
洋
治
『
看
護
史
』
（
系
統
看
護
学
講
座
、
別
巻
九
）
一
五
頁
、
医
学
書
院
、
東
京
、
一
九
八
九
年
〕

（
一
ｓ
と
同
書
。
二
二
’
二
五
頁
。

全
）
と
同
書
。
二
四
’
二
六
頁
。

（
一
）
と
同
書
。
一
八
一
’
一
八
四
頁
。

境
野
黄
洋
訳
『
口
訳
一
切
経
』
律
部
三
、
七
八
九
Ｉ
七
九
○
頁
、
大
東
出
版
社
、
東
京
、
一
九
三
○
年
。

矢
野
道
雄
編
訳
、
（
科
学
の
名
著
第
Ｉ
期
１
）
『
イ
ン
ド
医
学
概
論
』
一
九
頁
、
朝
日
出
版
社
、
東
京
、
一
九
八
八
年
。（

神
奈
川
県
予
防
医
学
協
会
）

（
一
）
と
同
書
ｇ
一
六
六
’
一
六
』

（
一
）
と
同
書
。
九
二
１
１
九
五
頁
。
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OntherelationshipbetweenthedevelopmentofBuddhism

andthespreadandtreatmentofdiseases

”
卜
、

byKidohSUGITA

W.H.McNeillreportedthatthedevelopmentofbothBuddhismandChristianityhelpedtocontrol

thespreadofvariousdiseases･Furthermore,itwaspointedoutthatthedevelopmentofthetwo

religionsresembledeachotherinmanyways.

RecognizingthesignificanceofMcNeill'stheory,theauthorhasattemptedtosubstantiatearelation

betweenthespreadofdiseaseandthemedicalfactorsassociatedwithBuddhism・Thatis,theBuddhist

Canonstipulatescertainproceduresregardingmedicine,nursing,hygiene,aswellasthestrictmedical

testrequiredbefbreenteringthepriesthood.

TheauthorhadpresumedthatthepointsintheBuddhistCanonregardingmedicineandnursing

werewrittentoassistinthepropagationofBuddhismwhilethepointsregardinghygieneandhealth

checkswerewrittenasaprophylacticmeasure.

（
寺
門
）


