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田
代
和
生
教
授
は
長
年
に
わ
た
り
、
江
戸
時
代
に
日
朝
間
の
外
交
・
貿
易
を
担
当
し
た
対
馬
藩
の
「
宗
家
文
書
」
に
と
り
く
み
、
近
世
日

朝
関
係
史
の
研
究
に
専
念
し
て
こ
ら
れ
た
。
二
○
年
近
く
ま
え
に
刊
行
さ
れ
た
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
（
創
文
社
、
一
九
八
一
）

は
、
釜
山
に
置
か
れ
た
対
馬
藩
の
活
動
拠
点
倭
館
（
日
本
人
民
留
区
域
）
に
お
け
る
、
外
交
・
貿
易
活
動
に
焦
点
を
あ
て
、
．
八
世
紀
中
期
ま

で
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
日
本
銀
の
大
量
取
引
の
事
実
を
明
ら
か
に
」
さ
れ
た
仕
事
だ
と
い
う
（
本
書
四
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
た
び
出
版
さ
れ
た
「
江
戸
時
代
朝
鮮
薬
材
調
査
の
研
究
」
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
）
は
、
徳
川
吉
宗
の
命
に
よ
り
、
享
保

三
年
（
一
七
一
八
）
、
六
年
（
一
七
一
二
）
、
一
七
年
（
一
七
三
二
）
の
三
回
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
朝
鮮
薬
材
調
査
」
を
と
り
あ
げ
、
そ

の
詳
細
な
事
例
研
究
を
と
お
し
て
、
た
ん
に
外
交
・
貿
易
に
と
ど
ま
ら
ず
、
制
度
・
社
会
・
文
化
面
に
ま
で
わ
た
っ
て
、
「
日
朝
関
係
の
実
像

に
迫
」
（
五
ペ
ー
ジ
）
ろ
う
と
さ
れ
た
大
作
で
あ
る
。
こ
の
薬
材
調
査
は
、
実
施
さ
れ
た
こ
と
す
ら
こ
れ
ま
で
学
会
に
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
お

ら
ず
、
朝
鮮
人
参
の
苗
や
種
子
を
手
に
入
れ
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
国
産
化
し
、
や
が
て
全
国
物
産
調
査
を
開
始
す
る
と
い
う
吉
宗
の
大
事
業
の
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前
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
調
査
の
さ
い
に
描
か
れ
た
動
植
物
の
絵
の
カ
ラ
ー
図
版
を
は
じ
め
、
豊

富
な
関
連
史
料
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
は
、
日
朝
関
係
史
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
外
交
・
貿
易
史
に
と
ど
ま
ら
ず
、
医
学
史
・
薬

学
史
・
博
物
学
史
・
絵
画
史
そ
の
他
の
文
化
史
の
諸
分
野
か
ら
動
植
物
分
類
学
の
専
門
家
に
い
た
る
ま
で
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
、
研
究
意

欲
を
そ
そ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
歴
史
研
究
に
新
生
面
を
開
い
た
力
作
と
い
っ
て
よ
い
。
「
江
戸
時
代
の
薬
材
や
医
学
書
、
医
師
と
い

っ
た
」
、
ま
っ
た
く
予
備
知
識
の
な
い
、
「
内
容
が
い
ま
ひ
と
つ
理
解
で
き
な
い
」
史
料
（
四
九
○
ペ
ー
ジ
）
に
あ
え
て
挑
戦
し
、
こ
こ
ま
で
消

化
し
て
、
み
ご
と
に
成
果
を
収
め
ら
れ
た
田
代
教
授
に
、
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
。

た
ま
た
ま
わ
た
し
は
「
社
会
経
済
史
学
』
の
編
集
委
員
会
か
ら
本
書
の
耆
評
の
依
頼
を
う
け
た
。
日
朝
関
係
史
や
外
交
・
貿
易
史
に
暗
い

わ
た
し
が
あ
え
て
書
評
を
引
き
受
け
た
の
は
、
科
学
史
の
立
場
か
ら
み
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
る
従
来
の
科
学
史
研
究
の
成
果
が
残
念
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
し
も
田
代
教
授
の
研
究
に
見
合
う
だ
け
の
精

密
さ
と
高
さ
に
達
し
て
い
な
い
、
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
、
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
教
授
の
仕
事
に
応
え
る
こ

と
は
、
科
学
史
家
と
し
て
の
義
務
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
納
得
で
き
な
い
と
こ
ろ
を
調
べ
た
り
、
メ
モ
を
と
っ
て
み
た
り
し
た
の
だ
が
、

そ
の
内
容
は
、
あ
た
え
ら
れ
た
書
評
の
枚
数
に
は
到
底
収
ま
り
そ
う
に
も
な
い
。
そ
こ
で
思
い
き
っ
て
そ
れ
だ
け
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。

江
戸
時
代
の
科
学
史
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
は
二
、
三
の
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
精
し
く
な
い
。
李
朝
時
代
の
科
学
史

に
い
た
っ
て
は
、
数
学
や
天
文
学
の
著
作
に
二
、
三
目
を
通
し
た
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
無
知
に
ひ
と
し
い
。
と
り
あ
げ
た
史

料
は
、
本
書
の
な
か
に
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
以
下
に
わ
た
し
が
述
べ
る
こ
と
を
、
読
者
は
か
ぎ
ら
れ
た
資
料
か
ら
の
素

人
の
性
急
な
論
断
と
と
ら
ず
に
、
ひ
と
つ
の
問
題
提
起
と
考
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
希
望
す
る
。
肯
定
さ
れ
る
に
し
る
否
定
さ
れ
る
に
し
ろ
、

江
戸
期
や
李
朝
期
の
科
学
史
の
専
門
家
に
よ
っ
て
具
体
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
期
待
し
て
い
る
。
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一
五
九
六
年
か
ら
宣
祖
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
が
は
じ
ま
っ
た
『
東
医
宝
鑑
」
（
許
竣
撰
、
一
六
一
三
）
は
、
田
代
教
授
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
「
朝

鮮
医
学
の
最
高
峰
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
害
で
あ
り
、
「
こ
の
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
医
学
が
統
合
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
」
。
そ
の
な
か
で
「
薬
材
を
網
羅
し
た
湯
液
篇
は
、
：
．
…
中
国
の
本
草
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
編
蟇
過
程
か
ら
み
て
李
時

珍
の
大
著
『
本
草
綱
目
（
五
十
二
巻
、
一
五
九
六
）
に
は
直
接
影
響
さ
れ
て
お
ら
ず
、
朝
鮮
本
草
学
の
独
自
の
到
達
成
果
と
さ
れ
て
い
る
」
（
十

九
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
。
ま
た
、
あ
る
韓
国
の
科
学
史
家
に
よ
れ
ば
、
湯
液
篇
の
薬
材
は
一
四
二
○
種
、
う
ち
鉱
物
薬
一
四
三
種
、
動
物
薬
種
四

（
１
）

五
二
種
、
植
物
薬
七
四
六
種
で
あ
り
、
中
国
産
薬
材
は
一
○
二
種
し
か
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
朝
鮮
医
学
史
上
に
お
け
る
『
東
医
宝

鑑
」
出
現
の
意
義
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
く
つ
に
疑
義
を
さ
し
は
さ
む
つ
も
り
は
な
い
。
と
り
わ
け
編
纂
開
始
の
時
期
が
、
慶
長
の
役
と
い

う
困
難
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
た
ん
に
科
学
史
の
み
な
ら
ず
、
文
化
史
上
に
お
け
る
偉
業
に
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

（
２
）

な
い
。
医
学
理
論
の
面
か
ら
、
民
族
医
学
（
東
医
学
、
韓
医
学
）
の
樹
立
、
と
た
た
え
ら
れ
る
の
は
、
け
だ
し
当
然
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
湯

液
篇
の
記
載
が
ど
の
よ
う
に
中
国
本
草
言
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
独
自
の
記
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、
な
お
具
体
的
に
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

さ
い
わ
い
田
代
教
授
は
、
「
史
料
編
Ⅱ
品
目
調
査
一
覧
」
に
、
第
二
次
調
査
品
目
一
○
四
種
に
つ
い
て
、
湯
液
篇
の
説
明
を
全
文
収
録
し

て
お
ら
れ
る
。
禽
部
十
二
、
獣
部
六
、
魚
部
四
、
虫
部
五
、
果
部
八
、
菜
部
九
、
草
部
四
十
三
、
木
部
十
七
の
品
目
で
あ
る
。
全
十
五
部
の

う
ち
、
水
・
土
・
穀
・
人
・
玉
・
石
・
金
の
各
部
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
が
、
動
植
物
の
薬
物
は
ま
ず
ま
ん
べ
ん
な
く
選
ば
れ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
湯
液
篇
の
記
載
の
全
体
的
な
傾
向
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
説
明
文
を
く
わ
し
く
見
て

ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

各
条
文
は
、
ま
雪

２
「
束
医
宝
鑑
」
湯
液
篇

ま
ず
漢
語
の
品
名
の
見
出
し
に
つ
づ
い
て
、
相
当
す
る
朝
鮮
語
の
名
称
が
あ
れ
ば
、
ハ
ン
グ
ル
表
記
さ
れ
る
。
逆
に
、
ハ
ン



62(）田代和生著『江戸時代朝鮮薬材調査の研究」へのコメント

種
の
う
ち
の
三
一
種
、
三
割

朝
鮮
に
産
せ
ず
九
種

捕
獲
・
採
集
不
能
十

薬
局
よ
り
搬
入
七
種

グ
ル
表
記
の
な
い
場
合
は
、
朝
鮮
で
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
品
目
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
ハ
ン
グ
ル
表
記
が
な
い
の
は
、
一
○
四

種
の
う
ち
の
三
一
種
、
三
割
に
達
す
る
。
そ
の
三
一
種
に
つ
い
て
調
査
状
況
を
み
る
と
、

と
い
う
説
は
、
一
体
い
か
』

ち
な
み
に
田
代
教
授
が
、

倭
館
の
近
く
で
採
取
一
種

そ
の
他
二
種
（
史
料
編
Ⅱ
）

と
な
っ
て
い
る
。
薬
局
よ
り
搬
入
し
た
も
の
は
、
薬
草
園
な
ど
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
倭
館
の
近
く
で
採
れ
た
の
は
細
魚

で
あ
り
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
で
は
別
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
。
先
に
紹
介
し
た
、
中
国
産
薬
材
は
一
○
二
種
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
説
は
、
一
体
い
か
な
る
根
拠
に
本
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

湯
液
篇
に
で
て
く
る
一
万
四
○
○
○
種
類
（
一
千
四
○
○
の
誤
り
？
）
に
お
よ
ぶ
薬
材
名
に
は
、
（
中
略
）
漢
名
の
下
に
固
有
語
を
ハ
ン
グ

ル
表
記
し
て
、
物
名
を
自
国
語
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
朝
鮮
で
は
薬
材
に
用
い
る
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が

同
定
で
き
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
六
三
ペ
ー
ジ
）

と
書
い
て
お
ら
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
勇
み
足
で
あ
ろ
う
。
ハ
ン
グ
ル
表
記
の
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
ハ
ン
グ
ル
表

記
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
同
定
が
厳
密
で
あ
り
正
確
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
・
な
に
も
朝
鮮
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
ツ
バ
キ
と
椿
、

シ
ョ
ウ
ブ
と
菖
蒲
が
似
て
も
似
つ
か
な
い
植
物
な
の
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
。

第
二
次
調
査
の
さ
い
、
倭
館
で
は
朝
鮮
側
の
協
力
者
が
提
供
し
た
物
を
図
に
描
き
、
報
告
書
に
添
え
て
提
出
し
た
（
本
書
に
は
現
存
す
る
四

四
枚
が
原
色
版
の
図
録
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
）
。
第
三
次
の
調
査
を
幕
府
側
で
担
当
し
た
本
草
家
の
丹
羽
正
伯
が
、
そ
の
う
ち
の
十
種
あ
ま

十
二
種
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湯
液
篇
は
従
来
の
通
説
に
反
し
、
『
本
草
綱
目
』
を
基
礎
に
し
て
編
墓
さ
れ
て
い
る
。
「
綱
目
』
の
元
に
な
っ
た
宋
の
「
証
類
本
草
』
（
大
観
．

政
和
の
両
刊
本
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
政
和
本
皇
を
用
い
た
が
、
湯
液
篇
は
あ
る
い
は
『
大
観
本
皇
に
依
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
）
の
文
を
採
用

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
編
者
が
、
李
時
珍
の
採
録
し
な
か
っ
た
記
述
を
、
必
要
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
合
わ
せ
て
、

元
来
諸
本
草
ノ
註
甚
混
雑
仕
リ
、
弁
シ
カ
タ
キ
物
一
一
テ
候
、
一
種
ハ
此
方
ノ
タ
ム
ラ
サ
ウ
ニ
テ
候
、

と
本
草
の
漏
蘆
の
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
種
に
つ
い
て
、
同
定
を
お
こ
な
っ
て
い
る
（
三
九
七
’
三
九
八
ペ
ー
ジ
）
。
そ
の
正
伯
の
同

定
に
も
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
誤
っ
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
も
あ
る
と
い
う
（
図
録
編
参
照
）
・
同
定
が
い
か
に
む
ず
か
し
い
作
業
で
あ
る
か
、
そ

の
意
味
で
も
朝
鮮
薬
材
調
査
が
い
か
に
た
い
へ
ん
な
事
業
で
あ
っ
た
か
を
、
本
書
は
お
の
ず
と
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
湯
液
篇
に
か
え
れ

ば
、
ハ
ン
グ
ル
表
記
の
な
い
も
の
三
割
と
い
う
数
値
を
湯
液
篇
全
体
に
も
適
用
で
き
る
と
仮
定
し
て
、
全
品
目
の
七
割
の
薬
種
に
つ
い
て
自

国
名
を
表
記
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
り
に
そ
こ
に
多
く
の
誤
り
や
混
乱
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ
と
自
体
が
十
七
世
紀

初
頭
に
お
け
る
朝
鮮
医
学
の
蓄
積
の
厚
さ
と
す
ぐ
れ
た
力
量
と
を
し
め
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

品
名
に
つ
づ
い
て
薬
物
学
的
お
よ
び
博
物
学
的
な
記
載
に
入
り
、
中
国
の
本
草
害
や
医
書
に
み
え
る
品
目
に
つ
い
て
は
、
中
国
書
の
説
明

文
を
適
当
に
選
択
し
、
内
容
を
取
捨
し
、
短
く
刈
り
こ
ん
で
採
録
し
て
い
る
。
品
目
に
よ
っ
て
は
、
補
足
的
な
説
明
を
た
い
て
い
は
文
末
に
、

と
き
に
は
中
国
害
か
ら
の
引
用
文
の
あ
い
だ
に
割
り
込
ま
せ
て
、
「
俗
方
」
と
し
て
記
入
す
る
。
「
俗
方
」
と
い
う
指
示
が
な
い
ば
あ
い
も
あ

る
が
、
そ
れ
は
書
き
か
た
や
内
容
か
ら
す
ぐ
判
別
で
き
る
。
中
国
書
に
み
え
な
い
、
朝
鮮
国
内
産
の
品
目
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
「
俗
方
」

の
み
を
記
載
す
る
。
一
○
四
種
の
説
明
文
に
つ
い
て
、
引
用
害
の
書
名
と
俗
方
の
有
無
を
具
体
的
に
検
討
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
、
表

１
で
あ
る
。

り
に
つ
い
て
、
誤
り
を
指
摘
し
た
り
、
疑
問
を
呈
し
た
り
し
て
い
る
（
史
料
編
Ⅱ
）
。
た
と
え
ば
、
漏
蘆
に
つ
い
て
、

朝
鮮
ョ
リ
指
上
候
図
説
ハ
此
方
ノ
川
原
ザ
イ
コ
ニ
テ
、
萎
薩
菜
ト
申
草
ニ
テ
、
漏
蘆
ニ
テ
ハ
無
之
候
、

と
－
〉
た
シ
フ
ン
え
、
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出
典
は
「
本
草
」
と
生

た
と
え
ば
、
『
綱
目
』

る
。
「
本
草
」
以
外
か

て
い
た
品
目
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、

こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
説
明
文
は
「
本
草
綱
目
』
を
中
心
に
中
国
の
本
草
書
・
医
書
か
ら
取
捨
選
択
し
て
引
用
し
た
も
の
を
主
体
と
し
て
お

（
３
）

り
、
編
者
の
個
性
は
そ
の
取
捨
選
択
の
し
か
た
に
求
め
ら
れ
る
、
と
一
応
言
っ
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。

表
１
の
下
の
ほ
う
に
集
め
た
「
俗
方
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
編
者
が
独
自
に
立
て
た
新
収
品
（
国
内
産
）
の
説
明
文
か
、
ま
た
は

中
国
書
か
ら
の
引
用
文
に
つ
け
加
え
た
説
明
文
で
あ
る
。
湯
液
篇
の
分
類
法
は
中
国
方
式
に
依
っ
て
い
る
か
ら
、
「
朝
鮮
本
草
学
の
独
自
の
到

達
成
果
」
は
こ
の
「
俗
方
」
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
史
料
編
Ⅱ
に
収
め
ら
れ
た
品
目
の
「
俗
方
」
の
全
文
を
列
挙
し
よ
う
。

番
号
は
田
代
教
授
が
調
査
項
目
順
に
付
せ
ら
れ
た
も
の
。
中
国
本
草
書
（
「
政
和
」
・
「
綱
目
」
）
に
関
連
す
る
記
載
が
あ
れ
ば
、
（
）
内
に
付
記

す
る
。
番
号
を
〔
〕
で
か
こ
ん
だ
の
が
新
収
品
で
あ
る
。

過
築
脂
青
巽
、
大
鹿
也
。
（
李
時
珍
・
綱
目
・
集
解
築
似
鹿
而
色
青
、
大
如
小
牛
。
）

皿
銀
條
魚
疑
今
之
銀
口
魚
也
。

○
ム
△
聿
火
ん
祁
脹
准
仁
抑
ヒ
ェ
公
ヱ
ー
ー
バ
ム
キ
ッ
ｒ
Ｌ
と

泥
姻
魚
疑
是
今
之
民
魚
。

〔
弱
〕
土
桃
蛇
此
蛇
黄
色
、

犯
橘
皮
我
国
惟
産
済
州
、

妬
榿
今
之
橦
糖
即
此
也
。

訂
胡
葱
味
似
葱
而
不
甚
寺

調
野
蒜
性
味
功
用
略
与
‐

「
本
草
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
品
目
の
約
六
割
に
は
、
「
本
草
」
以
外
の
末
・
元
・
明
代
の
医
書
・
本
草
害
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

唾
『
綱
目
」
に
つ
い
で
引
用
の
多
い
、
明
の
李
挺
の
『
医
学
入
門
』
二
五
七
五
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
内
集
巻
二
・
本
草
の
文
で
あ

草
」
以
外
か
ら
の
引
用
文
の
み
の
品
目
も
五
つ
あ
る
。
「
本
草
」
に
採
択
さ
れ
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
医
者
が
実
際
に
用
い

味
似
葱
而
不
甚
辛
。
疑
是
今
之
紫
葱
也
。

性
味
功
用
略
与
小
蒜
同
。
多
生
田
野
中
、
似
蒜
而
極
細
小
。
人
採
食
之
。
（
蘇
頌
・
図
経
蒜
、
小
蒜
也
。
。
：
・
今
虚
虚
有
之
、

在
土
窟
中
、
入
秋
則
鳴
咄
、
其
声
遠
間
。
取
肉
嶢
灰
酒
服
、
治
大
風
諸
風
癖
癩
一
切
風
。

其
青
橘
柚
子
柑
子
皆
産
焉
。
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表1『東医宝鑑」所載調査品目1()4種の説明文の椛成

|§|借’ 鱸|艫|墓|鴬
書
名

綱
目

政
和

入
門

湯
液

丹
心

三

因 条
数
虹
８
１
１
１
２
１
４
２
３
１
１
１
２
３
１
１
１
４
６
２
１
２
１
１
１
１
“

１

１

俗
方
一
○
○
○
○
○
○
○
○
’
○
’
四

俗
方

、ﾉ

説
明
文
の
構
成
（
引
用
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
。
原
書
で
は
「
綱
目
」
と
「
政
和
」
は
「
本
草
」
と
し
て
一
括
）

○

、二

○

’
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
’
○
’
○ ○ ○

○

○
’
○

〆、

Lノ ○

」

C

○

○

r）

○

’
○
○ ○

’
○
’
○
’
○

Ｕ
｜
〔 戸1

、ーノ

二

r~､

○ 〆、

Lノ

○

○
＝

（
）

計
／O／、
I／Oノ １７

７
“
８
３８く ｊ５

３
．
１
２１Ｉ ｊ８

０
．
３
８２１ １５

２
。
１
１１く １７

７
．６

312121211111111

ｊ３

９
．
１
８１く’

本草綱目（明）政和（証類）本草（宋）医学入門（明）湯液本草（元）丹渓
心法（元）医学正伝（明）三因極一病証方論（未）世医得効方（元）古今医

鑑（明）日用本草（元）普済本事方（宋）資生方？銭氏小児薬証真訣（未）
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生
田
野
中
。
根
苗
皆
如
萌
而
極
細
小
者
、
是
也
。
ま
た
図
経
甜
、
大
蒜
也
。
）

〔
棚
〕
木
頭
菜
性
平
無
毒
。
煮
作
茄
作
誼
食
之
佳
。
虎
虚
有
之
、
春
初
採
之
。

〔
狐
〕
白
菜
性
平
無
毒
。
取
菫
煮
作
美
茄
甚
佳
。
虚
虚
種
之
。

認
藍
藤
虎
虎
有
之
。
根
如
細
辛
、
即
今
藍
漆
也
。
（
陳
臓
器
・
拾
遺
生
新
羅
國
。
根
如
細
辛
。
）

師
麻
黄
自
中
原
移
植
干
我
国
諸
邑
、
而
不
為
繁
殖
。
惟
江
原
道
慶
尚
道
有
之
。

侭
藁
本
我
国
慶
尚
道
玄
風
地
有
之
。

別
白
附
子
本
経
云
生
新
羅
、
即
我
国
所
産
。
今
在
虚
有
之
。
（
新
修
本
草
注
此
物
本
出
高
麗
。
）

別
売
活
我
国
惟
江
原
道
独
活
完
活
倶
産
焉
。

飯
五
味
子
我
国
生
成
鏡
道
平
安
道
最
住
。

的
呉
茱
萸
我
国
惟
慶
州
有
之
、
他
虚
無
。

蛇
紫
檀
我
国
江
原
道
多
有
之
。

兜
無
患
子
我
国
惟
済
州
有
之
。

こ
の
十
九
品
目
は
つ
ぎ
の
四
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
名
称
の
同
定
別
・
配
・
弱
・
評
・
砲

（
２
）
産
地
の
特
定
兜
・
師
・
侭
・
別
・
師
・
師
・
明
・
躯
・
兜

（
３
）
品
目
（
物
）
の
説
明
喝

（
４
）
新
収
品
羽
・
粥
・
伽
・
判

同
定
の
諏
胡
葱
の
「
味
似
葱
而
不
甚
辛
」
は
植
物
の
性
質
の
記
載
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
同
定
に
必
要
な
知
識
と
し
て
記
述
さ

れ
て
い
る
。
印
藍
藤
の
記
述
は
陳
臓
器
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
品
目
の
説
明
の
喝
集
脂
は
、
実
際
の
観
察
に
基
づ
い
た
の
で
な
く
、
お
そ
ら
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自
中
原
移
植
於
諸
道
各
邑
、
而
不
為
繁
殖
、
惟
威
鏡
道
所
産
最
好
。

こ
の
定
型
表
現
は
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
ん
に
中
国
か
ら
の
渡
来
品
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
比
較
的
近
年
、
薬
用
植

物
と
し
て
意
図
的
に
、
政
府
ま
た
は
個
人
の
手
で
移
植
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
む
ろ
ん
こ
れ
に
は
す

で
に
研
究
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

問
題
は
「
俗
方
」
の
二
割
強
を
占
め
る
新
収
品
で
あ
る
。
妬
土
桃
蛇
は
、
色
・
生
息
場
所
・
声
が
一
応
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
長
さ
・

大
き
さ
・
頭
の
形
・
牙
・
足
・
模
様
な
ど
、
中
国
の
本
草
書
に
ふ
つ
う
に
み
ら
れ
る
博
物
学
的
観
察
が
な
く
、
記
述
の
力
点
は
薬
の
製
法
・

用
法
と
薬
効
に
置
か
れ
て
い
る
。
銘
野
蒜
の
博
物
学
的
記
載
は
、
蘇
頌
の
文
章
に
み
え
る
韻
と
蒜
の
関
係
を
、
そ
の
ま
ま
蒜
と
野
蒜
に
横
す

べ
り
さ
せ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
艸
本
頭
菜
と
虹
白
菜
で
は
、
博
物
学
的
関
心
が
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、
記
述
は
食
べ
る
こ
と
に
も
っ
ぱ
ら

中
国
で
は
時
代
が
下
る
と
と
も
に
、
本
草
書
の
な
か
で
博
物
学
的
記
載
の
占
め
る
比
重
が
し
だ
い
に
増
え
て
ゆ
き
、
明
代
以
後
、
薬
物
学

の
な
か
か
ら
徐
々
に
博
物
学
と
い
え
る
も
の
が
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。
こ
の
傾
向
は
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
と
く
に
著
し
く
、
最
初

の
体
系
的
な
本
草
害
で
あ
る
貝
原
益
軒
の
「
大
和
本
草
』
（
一
七
○
九
）
が
す
で
に
、
薬
物
学
か
ら
完
全
に
脱
皮
し
た
博
物
学
書
で
あ
っ
た
。

吉
宗
の
朝
鮮
薬
材
調
査
も
本
草
研
究
の
こ
の
流
れ
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
企
図
で
あ
り
、
田
代
教
授
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
吉
宗
は
「
薬
物
学

的
な
報
告
」
で
な
く
、
「
む
し
ろ
薬
を
「
物
」
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
形
状
・
色
彩
・
性
質
・
名
称
を
あ
ま
ね
く
考
証
し
て
調
べ
る
、
い
わ
ば

物
産
学
・
博
物
学
的
な
成
果
を
求
め
て
い
た
」
（
八
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
。
博
物
学
へ
向
か
っ
た
中
日
両
国
の
こ
の
潮
流
に
対
比
す
る
と
き
、

「
俗
方
」
の
記
載
の
特
徴
が
き
わ
だ
っ
て
く
る
。

向
け
ら
れ
て
い
る
。

よ

く
李
時
珍
の
記
載
に
依
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
産
地
の
特
定
の
師
麻
黄
は
、
「
中
原
自
り
我
国
の
諸
邑
に
移
植
す
る
も
、
繁
殖
を
為
さ

ず
、
云
々
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
っ
た
く
同
様
な
表
現
が
、
の
ち
に
調
査
品
目
に
追
加
さ
れ
た
甘
草
の
ば
あ
い
に
も
み
ら
れ
る
（
二

二
六
ペ
ー
ジ
）
、
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そ
の
特
徴
は
つ
ぎ
の
二
点
に
要
約
で
き
よ
う
。

（
１
）
朝
鮮
国
産
の
品
目
に
か
ん
す
る
記
載
で
あ
る
「
俗
方
」
は
、
調
査
品
目
の
約
二
割
弱
に
み
ら
れ
、
主
と
し
て
名
称
の
同
定
と
産
地

の
特
定
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
新
収
品
す
な
わ
ち
朝
鮮
の
特
産
品
は
、
そ
の
「
俗
方
」
の
約
二
割
強
を
占
め
、
記
載
内
容
は
主
と
し
て
薬
物
（
ま
た
は
食
物
）
と
し

て
の
製
法
・
用
法
、
そ
し
て
効
用
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

（
１
）
．
（
２
）
は
要
す
る
に
薬
物
学
的
記
載
で
あ
る
。
食
用
に
な
る
部
分
や
食
べ
か
た
の
記
述
は
中
国
の
本
草
書
に
も
ご
く
普
通
に
み
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
野
蒜
・
木
頭
菜
・
白
菜
の
い
ず
れ
も
菜
部
に
分
類
さ
れ
た
野
菜
で
あ
る
の
に
注
意
し
よ
う
。
（
１
）
。
（
２
）
を
あ
わ

せ
て
別
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
こ
う
な
る
。

（
３
）
調
査
品
目
の
「
俗
方
」
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
記
載
は
薬
物
学
の
枠
を
固
く
守
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
脱
し
て
独
自
の
博
物
学
へ
と

向
か
う
萌
芽
は
認
め
ら
れ
な
い
。

『
本
草
綱
目
』
に
流
れ
こ
み
、
ま
た
そ
こ
か
ら
流
れ
だ
し
て
い
っ
た
中
国
の
本
草
、
と
り
わ
け
『
本
草
綱
目
』
の
刺
激
の
も
と
に
開
花
し
て

い
っ
た
日
本
の
本
草
の
豊
か
さ
は
、
薬
物
学
の
流
れ
と
は
く
つ
に
、
博
物
学
を
誕
生
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
対
象
の
形
態
や

生
態
の
徹
密
な
観
察
と
記
述
、
写
生
と
標
本
の
作
成
、
そ
こ
に
博
物
学
の
本
領
が
あ
る
。
と
く
に
日
本
で
は
、
し
ば
し
ば
医
師
が
み
ず
か
ら

山
野
を
賊
渉
し
て
薬
物
の
採
集
に
あ
た
り
、
ま
た
玄
人
は
だ
し
の
画
才
を
も
ち
、
趣
味
や
職
業
と
し
て
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
、
本
草
家
と
呼

ば
れ
る
専
門
家
が
輩
出
し
た
。
図
の
作
成
に
は
画
家
が
協
力
す
る
こ
と
も
少
く
な
か
っ
た
。
現
に
朝
鮮
薬
材
調
査
に
も
画
家
が
参
加
し
て
い

る
。
公
私
の
薬
草
園
が
各
地
に
設
け
ら
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

朝
鮮
で
は
か
な
り
事
情
が
違
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
医
師
が
直
接
に
薬
物
の
採
集
に
あ
た
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
薬
材
の
供
給

は
も
っ
ぱ
ら
薬
材
商
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
薬
材
商
が
医
師
に
提
供
す
る
の
は
、
む
ろ
ん
加
工
品
で
あ
っ
て
、

生
き
て
い
る
動
植
物
で
は
な
い
。
薬
物
学
と
し
て
の
本
草
害
、
す
な
わ
ち
薬
方
言
は
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
薬
に
か
ん
す
る
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医
師
で
あ
る
か
ら
に
は
、
薬
局
が
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
薬
物
に
つ
い
て
精
し
い
知
識
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
し
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
乾
燥
そ
の
他
の
処
理
を
へ
た
、
加
工
物
で
あ
る
。
薬
物
に
精
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
医
師
が
そ
の
原
動

植
物
を
生
き
て
い
る
状
態
で
知
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
ま
た
知
っ
て
い
る
必
要
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
。
薬
物
へ
の
関
心
と
そ
の

材
料
と
な
る
原
動
植
物
へ
の
関
心
と
は
、
た
し
か
に
大
き
く
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
薬
物
学
の
な
か
か
ら
博
物
学
が
生
ま
れ
て

く
る
こ
と
に
も
な
る
。
だ
が
、
薬
効
へ
の
関
心
か
ら
自
由
に
な
っ
て
し
ま
う
博
物
学
が
成
立
す
る
に
は
、
薬
物
へ
の
関
心
と
は
違
っ
た
な
に

も
の
か
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
き
て
い
る
動
植
物
を
細
部
に
わ
た
っ
て
知
り
つ
く
し
た
い
と
い
う
、
好
奇
心
と
情
熱
で
あ
ろ
う
。
江
戸

時
代
は
、
こ
の
よ
う
な
生
き
て
い
る
物
へ
の
好
奇
心
と
情
熱
が
知
識
人
の
あ
い
だ
に
み
な
ぎ
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
知

的
世
界
に
限
定
さ
れ
た
精
神
の
あ
り
か
た
で
は
な
か
っ
た
。
産
業
と
結
び
つ
け
ば
、
そ
れ
は
物
産
学
に
な
る
。
吉
宗
が
そ
こ
に
い
た
。
本
草

の
底
辺
に
は
さ
ら
に
広
汎
な
、
半
ば
趣
味
に
属
す
る
、
庶
民
の
あ
い
だ
に
ま
で
彦
透
し
た
、
園
芸
や
朝
顔
・
菊
な
ど
鑑
賞
用
動
植
物
の
飼
育
．

栽
培
の
世
界
が
拡
が
っ
て
い
た
。
生
き
た
物
へ
の
あ
く
な
き
関
心
は
、
江
戸
時
代
を
特
徴
づ
け
る
精
神
の
ひ
と
つ
の
あ
り
か
た
と
い
え
る
の

す
ぐ
れ
た
記
述
が
数
多
く
み
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
（
わ
た
し
の
記
憶
に
誤
り
な
け
れ
ば
）
、
図
と
り
わ
け
彩
色
図
を
も
つ
博
物
学
と

し
て
の
本
草
言
は
つ
い
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
か
つ
て
あ
る
韓
国
の
科
学
史
家
に
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
朝
鮮
の
知
識
人
が
画
筆

を
も
つ
こ
と
さ
え
（
ま
し
て
薬
物
採
集
な
ど
、
と
い
う
べ
き
か
）
卑
し
む
べ
き
手
仕
事
と
み
な
し
た
こ
と
に
、
そ
れ
は
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
「
俗
方
」
の
記
述
は
調
査
品
目
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
博
物
学
的
に
は
ま
こ
と
に
貧
弱
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。
「
本
草
」
で
な
く
「
湯
液
」
（
煎
じ
薬
）
と
い
う
、
『
束
医
宝
鑑
」
の
篇
名
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
編
者
の
眼
は
ひ
た
と
薬
物

学
の
ほ
う
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
朝
鮮
医
学
の
特
色
が
に
じ
み
で
て
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
に
は
思
え
る
。

で
は
あ
る
ま
い
か
。

３
朝
鮮
の
医
師
と
本
草
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こ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
十
七
世
紀
を
通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
た
対
馬
藩
の
朝
鮮
医
学
受
容
へ
の
努
力
も
、
間
接
に
そ
れ
を
物
語
っ

て
い
る
。
こ
の
状
況
は
お
そ
ら
く
、
十
八
世
紀
、
吉
宗
の
時
代
に
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
の
日
本
の
医
師
た
ち
が
、

中
国
医
学
を
摂
取
し
消
化
す
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た
努
力
、
中
国
医
学
の
研
究
と
教
育
の
た
め
に
さ
さ
げ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
、
目
を
見
張

ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
と
お
し
て
、
か
れ
ら
は
中
国
医
学
を
選
択
的
に
摂
取
し
、
そ
の
体
系
を
組
み
換
え
、
新
し
い
方
法
を
導
入
し
、

し
だ
い
に
中
国
医
学
と
は
異
な
る
、
独
自
の
漢
方
・
鍼
灸
の
医
学
を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
宗
の
時
代
は
そ
の
成
果
が
花
開

い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
後
世
派
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
れ
ら
の
医
師
た
ち
が
築
き
あ
げ
た
土
壌
の
う
え
に
、
十
八
世
紀
の
後
半
に
は
、

い
わ
ゆ
る
古
方
派
の
華
々
し
い
活
躍
が
は
じ
ま
る
。

日
朝
両
国
の
医
学
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
手
・
不
得
手
と
す
る
分
野
が
あ
る
。
だ
か
ら
全
般
的
な
水
準

を
比
較
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
え
て
比
較
す
る
と
す
れ
ば
、
吉
宗
の
時
代
に
は
両
国
の
そ
れ
は
か
な
り

李
朝
時
代
の
、
医
師
を
ふ
く
む
、
知
識
人
の
精
神
の
あ
り
か
た
は
、
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
こ
と
が
、

朝
鮮
薬
材
調
査
の
進
行
に
、
つ
ね
に
微
妙
な
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
医
師
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
た
し
は
い
ま
、
医
師
へ

の
薬
物
の
供
給
は
も
っ
ぱ
ら
薬
材
商
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
書
い
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
医
師
た
ち
は
一
般
に
、

薬
物
の
材
料
と
な
っ
た
、
生
き
て
い
る
原
動
植
物
へ
の
知
識
も
関
心
も
、
ほ
と
ん
ど
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ

と
を
示
唆
す
る
資
料
が
本
書
の
な
か
に
い
く
つ
も
み
え
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
拾
い
あ
げ
る
ま
え
に
、
日
朝
医
学
の
当
時
の
一
般
的
な
状

況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

田
代
教
授
は
第
一
章
の
冒
頭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

日
本
・
朝
鮮
に
お
け
る
伝
統
医
学
は
、
と
も
に
中
国
医
学
の
影
響
を
強
く
う
け
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
期
を
江

戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
（
十
七
世
紀
初
頭
）
に
か
ぎ
っ
て
み
る
と
、
両
国
の
医
学
の
水
準
に
は
、
格
段
の
差
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で

戸
時
代
の
初
め
ご
ろ

あ
る
（
一
七
ペ
ー
ジ
）
。
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近
接
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
日
本
の
す
ぐ
れ
た
医
師
や
本
草
家
た
ち
に
は
、
両
国
の
医
学
の
違
い
と
そ
の
距
離
、

両
国
の
医
学
の
独
自
性
が
は
っ
き
り
見
て
と
れ
る
、
そ
れ
だ
け
の
水
準
に
日
本
の
医
学
は
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

朝
鮮
の
医
師
た
ち
の
本
草
へ
の
関
心
と
そ
の
知
識
と
い
う
、
当
面
の
問
題
に
移
ろ
う
。
対
馬
藩
で
は
、
一
六
四
三
年
か
ら
一
六
七
八
年
ま

で
の
あ
い
だ
に
六
回
に
わ
た
り
治
療
（
あ
わ
せ
て
教
育
）
を
目
的
と
し
て
、
朝
鮮
医
師
を
招
請
し
た
（
三
六
’
三
八
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
い
わ
ゆ
る

渡
海
医
官
の
ひ
と
り
と
対
馬
の
医
師
た
ち
と
の
問
答
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

諸
医
問
日
、
本
草
綱
目
魚
部
鯛
性
不
見
、
貝
部
瀬
貝
黒
胄
貝
無
如
何
、
（
本
草
綱
目
の
魚
部
に
は
鯛
の
性
は
み
あ
た
り
ま
せ
ん
し
、
貝
部
に
は

瀬
貝
・
黒
胄
貝
が
載
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
）

さ
よ
．
く
り
よ
う
ぎ
ょ

鯛
を
日
本
で
は
タ
イ
と
読
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
本
草
書
に
は
載
ら
な
い
小
魚
の
一
種
で
あ
る
。
タ
イ
の
こ
と
は
鰊
霞
魚
と
い
い
、
「
政
和
」

や
「
綱
目
」
に
は
み
え
な
い
。
瀬
貝
・
黒
胄
貝
と
い
う
の
は
日
本
語
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
本
草
書
に
は
な
い
。
渡
海
医
官
の
答
は
こ

対
日
、
大
鱗
小
鱗
大
口
小
口
胄
魚
無
鱗
、
是
以
性
同
シ
、
大
魚
小
魚
以
性
知
也
云
々
、
烏
賊
大
小
多
其
皮
色
性
定
也
、
（
三
九
ペ
ー
ジ
）

意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
「
魚
に
は
鱗
の
大
小
有
無
、
口
の
大
小
、
皮
の
色
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
性
は
同
じ
だ
。
魚
の
大
小
は
性
で
わ
か

る
。
烏
賊
は
大
小
種
類
が
多
い
が
、
そ
の
皮
の
色
で
性
が
決
ま
っ
て
く
る
」
と
い
っ
た
内
容
か
。
性
は
薬
性
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

正
直
な
と
こ
ろ
、
こ
の
答
は
ひ
ど
い
。
知
ら
な
い
、
と
一
言
い
え
ば
す
む
と
こ
ろ
を
、
肝
心
の
問
い
に
は
ふ
れ
ず
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
一

般
論
を
ま
く
し
た
て
て
煙
に
巻
き
、
無
知
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る
魂
胆
が
み
え
す
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
医
者
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
う
し

た
手
合
い
は
ど
こ
に
で
も
い
る
も
の
だ
。

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
、
吉
宗
の
将
軍
就
任
を
祝
賀
す
る
通
信
使
が
来
日
し
た
（
以
下
、
八
二
’
八
八
ペ
ー
ジ
）
。
通
信
使
一
行
に
は
随

行
の
医
師
団
が
い
る
。
前
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
一
次
の
調
査
は
倭
館
の
日
本
人
の
手
で
、
朝
鮮
で
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
名
と
和
名
を
対
照

さ
せ
た
に
と
ど
ま
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
不
満
足
な
、
調
査
目
的
か
ら
い
え
ば
失
敗
の
結
果
に
終
わ
っ
て
い
た
。
吉
宗
は
通
信
使
の
来
訪
を

や
「
綱
目
」
』

う
で
あ
っ
た
。
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第
二
次
調
査
の
対
馬
側
の
責
任
者
で
あ
り
、
の
ち
に
報
告
書
を
書
く
こ
と
に
な
る
越
常
右
衛
門
は
、
調
査
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
対

馬
滞
在
中
の
渡
海
訳
官
使
の
宿
舎
に
動
植
物
を
も
ち
こ
み
、
名
称
を
質
し
た
。
主
と
し
て
回
答
し
た
の
は
随
行
医
師
で
あ
り
、
「
知
っ
て
い
る

も
の
が
あ
れ
ば
即
座
に
朝
鮮
語
で
答
え
、
そ
の
ハ
ン
グ
ル
表
記
と
漢
名
も
明
ら
か
に
し
た
」
。
田
代
教
授
は
こ
う
評
価
さ
れ
る
。

と
、
指
摘
し
て
い
る
。
及
第
は
坐

元
丈
は
、
「
朝
鮮
医
は
物
産
を
知

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。

絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
、
随
行
医
師
に
薬
に
つ
い
て
質
す
会
合
を
、
四
回
に
わ
た
っ
て
開
か
せ
た
。
日
本
側
か
ら
は
第
二
次
調
査
の
責
任
者

と
な
る
林
良
喜
そ
の
他
の
医
師
や
儒
者
、
朝
鮮
側
か
ら
は
製
述
官
を
代
表
者
に
、
医
師
や
書
記
、
あ
る
と
き
は
画
家
も
参
加
し
た
。
こ
の
と

き
の
医
事
問
答
は
、
参
加
者
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
失
敗
で
あ
っ
た
。
話
が
ま
る
で
噛
み
合
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
製
述
官
は
日
記
を
残
し

て
い
る
が
、
林
等
と
詩
文
を
応
酬
し
た
こ
と
を
満
足
気
に
記
し
て
い
る
だ
け
で
、
医
事
問
答
に
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
ど
う
や
ら
文
人

交
歓
の
場
と
心
得
て
い
た
ら
し
い
の
だ
。
薬
物
な
ど
に
は
ま
る
で
関
心
が
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
・

い
つ
ぽ
う
対
馬
の
外
交
官
は
、
二
年
後
に
第
二
次
調
査
の
開
始
に
あ
た
っ
て
、
朝
鮮
側
に
こ
う
語
っ
た
。

去
々
年
信
使
来
聰
之
時
、
於
本
願
寺
医
官
林
良
喜
老
と
申
候
を
被
遣
候
、
毎
度
御
尋
被
成
候
得
共
、
学
士
・
書
記
及
医
員
之
内
精
ク
存

候
人
も
無
之
、
た
ま
た
ま
返
答
有
之
候
て
も
不
分
明
候
故
、
此
度
対
州
よ
り
人
を
遣
し
致
吟
味
候
様
二
と
の
御
事
二
て
、
輕
々
敷
事
二

'、

っ
に
対
馬
藩
の
文
書
は
、
朝
鮮
の
学
問
に
つ
い
て
、

御
存
知
之
通
り
、
朝
鮮
之
風
俗
一
一
て
学
問
仕
候
者
ハ
及
第
の
事
の
ミ
カ
を
尽
し
候
て
、
ケ
様
之
事
一
一
心
を
用
ひ
候
者
少
ク
、
医
術
い
た

し
候
者
も
存
之
外
大
様
成
事
一
一
て
、
信
使
来
聰
之
節
等
御
尋
有
之
候
て
も
分
明
な
さ
ざ
る
事
多
ク
在
之
段
、
良
喜
様
二
も
御
存
知
可
被

指
摘
し
て
い
る
。
及
第
は
む
ろ
ん
科
挙
の
試
験
で
あ
る
。
ま
た
次
の
回
の
通
信
使
の
と
き
、
医
事
問
答
を
お
こ
な
っ
た
本
草
家
の
野
呂

は
、
「
朝
鮮
医
は
物
産
を
知
ら
な
い
」
と
い
い
、
坂
上
善
之
は
「
朝
鮮
医
自
身
は
書
を
読
ん
で
医
理
を
論
ず
る
だ
け
で
、
別
に
採
薬
人
が

成
と
存
知
候
、

て
ハ
無
之
候
。
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さ
き
の
医
事
問
答
に
か
ん
し
て
対
馬
藩
は
、
医
師
の
み
な
ら
ず
一
般
に
知
識
人
の
あ
い
だ
に
、
薬
物
の
原
料
と
な
る
動
植
物
に
た
い
す
る

知
識
や
関
心
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ひ
と
り
医
師
の
世
界
を
超
え
て
、
李
朝
時
代
の
知
識
人
の
精
神
の
あ
り
か

た
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
朝
鮮
側
に
は
、
動
植
物
を
わ
ざ
わ
ざ
外
国
に
ま
で
出
か
け
て
大
々
的
に
調
査
し
よ
う
と
い
う
日
本
側
の
企
画
そ
の

採
薬
者
な
ら
「
間
々
一

一
Ｉ
二
三
三
ペ
ー
ジ
）
。

質
問
項
目
三
九
種
の
う
ち
、
何
ら
か
の
回
答
が
あ
っ
た
も
の
が
二
六
種
、
ま
っ
た
く
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
僅
か
一
三
種
で
、

回
答
率
は
か
な
り
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
後
の
報
告
書
と
対
比
し
て
、
こ
う
つ
け
加
え
て
お
ら
れ
る
。

・
・
：
：
二
六
種
、
う
ち
後
の
報
告
に
採
用
さ
れ
た
も
の
一
○
種
と
い
え
ば
少
な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、
突
然
の
質
問
に
対
す
る
回
答
と

し
て
は
、
ま
ず
ま
ず
の
成
果
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
以
上
、
一
四
五
’
一
四
九
ペ
ー
ジ
）

こ
の
評
価
は
や
や
微
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
質
問
項
目
三
九
種
に
は
あ
り
ふ
れ
た
動
植
物
が
多
く
、
と
く
に
正
確
な
回
答
と
み
な
さ
れ

た
一
○
種
の
ほ
と
ん
ど
は
、
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
植
物
で
あ
り
、
こ
の
程
度
の
回
答
な
ら
動
植
物
に
つ
い
て
の
特
別
の
知
識
を
必
要
と
す

る
と
は
思
え
な
い
か
ら
だ
。
「
少
い
よ
う
に
感
じ
る
」
と
い
わ
れ
る
そ
の
感
じ
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
妥
当
な
評
価
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
次
調
査
の
朝
鮮
側
の
責
任
者
で
あ
り
、
大
き
な
貢
献
を
お
こ
な
っ
た
訳
官
の
李
碩
鱗
は
、
本
草
へ
の
知
識
が
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、

日
本
側
が
要
請
し
て
い
た
「
博
物
多
識
」
の
ひ
と
五
名
を
協
力
者
と
し
て
推
挙
し
て
き
た
。
そ
の
ひ
と
り
李
主
簿
は
、
医
学
の
知
識
は
あ
っ

た
ら
し
い
が
、
常
右
衛
門
が
箱
植
え
の
草
木
類
を
見
せ
て
漢
字
名
を
尋
ね
て
も
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
。
上
級
官
庁
の
東
莱
府
が
押
し
付
け

て
き
た
こ
の
役
人
の
弁
明
か
ら
、
は
か
ら
ず
も
医
師
と
薬
材
の
関
係
の
一
部
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

草
木
之
儀
、
医
師
二
て
も
見
知
り
候
者
少
ク
御
座
候
、
薬
を
取
り
商
買
い
た
し
候
者
ハ
間
々
見
知
り
可
申
候
、
慶
州
と
申
候
所
二
採
薬

者
有
之
候
間
、
ヶ
様
之
者
へ
も
見
せ
申
候
ハ
、
相
知
レ
可
申
哉
、

採
薬
者
な
ら
「
間
々
見
知
り
可
申
候
」
と
い
う
の
は
お
か
し
い
が
、
か
な
り
よ
く
実
状
を
伝
え
て
い
る
こ
と
ば
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
（
二
三
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朝
鮮
側
の
協
力
者
は
二
つ
の
ル
ー
ト
を
と
お
し
て
得
ら
れ
た
。
一
つ
は
、
東
莱
府
が
任
命
し
た
助
手
役
の
李
碩
麟
の
、
い
わ
ば
公
式
ル
ー

ト
で
あ
る
。
か
れ
が
推
挙
し
た
五
人
の
協
力
者
の
う
ち
、
一
人
が
ま
る
で
役
に
立
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
代
り
に
起

用
さ
れ
た
の
は
医
師
で
あ
る
。
こ
の
医
師
は
協
力
を
約
束
し
、
積
極
的
な
姿
勢
を
し
め
し
た
が
、
な
に
を
調
査
し
た
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
。

鳥
類
に
く
わ
し
い
の
は
山
中
に
住
む
僧
侶
だ
、
と
い
う
の
で
や
っ
て
き
た
二
僧
は
、
見
せ
ら
れ
た
一
二
番
の
剥
製
の
う
ち
、
分
か
っ
た
の
は

三
種
、
し
か
も
後
の
報
告
書
に
採
用
さ
れ
た
の
は
一
種
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
五
人
目
の
協
力
者
は
、
か
ね
て
倭
館
に
治
療
に
訪
れ
て
い
た
慶

州
の
医
師
で
あ
り
、
「
東
莱
之
採
薬
者
」
を
介
し
て
薬
材
一
○
種
を
入
手
し
、
ま
た
黄
海
道
で
鴛
鴦
一
羽
、
膳
一
匹
を
捕
獲
し
て
、
倭
館
に
届

も
の
が
、
ま
こ
と
に
「
け
っ
た
い
」
な
、
語
し
い
こ
と
に
思
え
た
で
あ
ろ
う
。
一
七
一
二
年
七
月
末
ま
で
に
、
対
馬
側
は
調
査
の
許
可
と
助

手
役
の
派
遣
を
東
莱
府
に
申
請
し
た
。
し
か
し
、
翌
月
に
な
っ
て
も
な
ん
の
沙
汰
も
な
い
。
越
常
右
衛
門
に
よ
れ
ば
、

此
一
件
束
莱
得
と
落
着
不
被
申
色
々
相
疑
イ
居
被
申
候
：
：

と
い
う
次
第
が
あ
る
。
田
代
教
授
は
こ
う
解
説
し
て
お
ら
れ
る
。

府
使
と
し
て
は
、
江
戸
の
将
軍
と
も
あ
ろ
う
方
が
鳥
獣
草
木
の
こ
と
を
知
り
た
が
り
、
朝
鮮
で
実
施
す
る
調
査
に
ま
で
強
い
関
心
を
抱

い
て
い
る
と
い
う
対
馬
藩
の
説
明
に
、
ど
う
し
て
も
納
得
が
い
か
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
対
馬
か
ら
も
ち
こ
ん
だ
箱
植
え
の
草
木
を
見
せ
て
も
ら
い
た
い
と
要
求
し
て
き
た
。
中
央
政
府
の
許
可
が
下
り
た
こ
と
を
東
莱
府
が

伝
え
て
き
た
の
は
、
閨
七
月
を
は
さ
ん
で
、
八
月
末
の
こ
と
で
あ
る
。
日
朝
間
の
精
神
的
位
相
の
決
定
的
な
ず
れ
を
調
整
し
、
意
志
を
疎
通

さ
せ
る
の
に
、
ま
る
二
か
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
二
八
三
’
一
八
八
ペ
ー
ジ
）
。

医
師
や
知
識
人
が
一
般
に
あ
ま
り
頼
り
に
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
実
際
の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
現
物
を
収
集
し
、
そ
れ
に
か
ん
す
る
知
識

を
提
供
す
る
の
に
も
っ
と
も
貢
献
し
た
の
は
、
い
か
な
る
人
々
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

４
調
査
の
朝
鮮
側
協
力
者
た
ち
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け
た
。
実
際
に
貢
献
し
た
の
は
こ
の
医
師
だ
け
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
三
三
一
’
二
三
五
ペ
ー
ジ
）
。
ち
な
み
に
、
こ
の
医
師
は
外
科
の
「
巧
者
」

と
し
て
評
判
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
。
外
科
と
い
う
の
は
、
今
日
の
皮
膚
科
と
化
膿
部
の
切
開
の
よ
う
な
簡
単
な
手
術
を
お
こ
な
う
小
外
科

と
を
あ
わ
せ
た
分
野
に
あ
た
る
。
朝
鮮
の
医
学
は
と
く
に
外
科
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、
対
馬
藩
か
ら
倭
館
に
留
学
し
て
い
た
医

学
を
学
ぶ
者
は
外
科
と
鍼
灸
に
集
中
し
て
い
た
ら
し
い
。
鍼
灸
は
、
日
本
で
は
独
自
の
発
展
を
み
せ
、
中
国
の
鍼
灸
と
は
大
き
く
違
う
治
療

法
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、
朝
鮮
で
は
ま
た
異
な
る
発
展
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

大
活
躍
し
た
の
は
む
し
ろ
李
碩
鱗
自
身
で
あ
っ
た
。
輩
下
の
通
事
を
巨
済
島
に
派
遣
し
て
巽
・
蜜
・
実
・
蛸
を
捕
獲
し
た
り
、
ま
た
く
つ

の
通
事
に
甘
草
を
採
取
さ
せ
た
り
、
都
（
漠
城
）
の
「
尊
貴
之
家
」
で
飼
わ
れ
て
い
た
鴛
鴦
を
二
番
入
手
し
た
り
と
、
重
要
な
貢
献
を
お
こ
な

っ
た
。
と
く
に
生
き
た
ま
ま
入
手
し
た
鴛
鴦
は
、
い
ま
は
絶
滅
し
た
カ
ン
ム
リ
ッ
ク
シ
ガ
モ
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
三
枚
の
図
は
こ
の
絶
滅
種

の
研
究
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
三
二
六
’
一
三
九
、
二
四
一
Ｉ
二
五
三
ペ
ー
ジ
）
．

も
う
一
つ
は
、
金
子
九
右
衛
門
に
よ
る
別
ル
ー
ト
で
あ
る
。
金
子
は
「
薬
材
等
之
儀
内
々
心
掛
吟
味
仕
候
人
」
で
、
倭
館
で
の
身
分
は
「
別

町
二
代
官
手
代
」
で
あ
っ
た
。
田
代
教
授
の
説
明
を
う
ま
く
要
約
で
き
そ
う
に
な
い
か
ら
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

別
代
官
と
は
、
朝
鮮
貿
易
の
う
ち
商
人
と
相
対
で
行
う
私
貿
易
を
専
門
に
担
当
す
る
役
人
の
こ
と
で
あ
る
。
上
職
は
勘
定
方
の
役
人
か

ら
選
ば
れ
る
が
、
そ
の
配
下
に
商
人
か
ら
選
抜
さ
れ
た
町
代
官
が
配
属
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
手
代
は
、
い
わ
ば
雑
務
を
担
当
す
る
役
人

で
あ
る
が
、
別
代
官
の
役
職
じ
だ
い
が
、
貿
易
会
所
と
な
る
開
市
大
庁
で
業
務
を
担
当
す
る
た
め
、
当
然
の
よ
う
に
出
入
り
商
人
と
顔

馴
染
み
に
な
る
機
会
が
多
か
っ
た
。
金
子
九
右
衛
門
は
、
薬
材
へ
の
興
味
か
ら
、
個
人
的
に
こ
の
方
面
に
詳
し
い
人
脈
を
掴
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。
（
二
一
○
ペ
ー
ジ
）

金
子
の
ル
ー
ト
は
公
式
ル
ー
ト
が
開
か
れ
る
以
前
に
活
動
を
開
始
し
た
。
主
な
協
力
者
は
「
束
莱
薬
店
」
許
稗
将
と
李
命
知
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
人
は
、
田
代
教
授
に
よ
れ
ば
「
東
莱
に
薬
材
を
取
り
扱
う
同
業
者
組
合
」
が
あ
り
、
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
両
人

が
倭
館
に
搬
入
し
た
薬
材
は
、
漢
名
項
目
三
九
種
、
和
名
項
目
一
種
、
項
目
外
二
種
の
四
二
種
に
の
ぼ
り
、
そ
れ
に
金
子
が
採
取
し
た
民
魚
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田
代
教
授
に
よ
る
朝
鮮
薬
材
調
査
の
研
究
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
の
は
、
こ
の
画
期
的
事
業
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た

日
朝
両
国
の
学
問
の
あ
り
方
の
違
い
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
げ
て
い
え
ば
、
知
識
人
の
精
神
的
位
相
の
ず
れ
で
あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
朝
鮮
は
学
問
や
文
芸
の
師
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
師
の
知
的
関
心
や
学
問
の
め
ざ
す
方
向
が
日
本
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る

と
期
待
し
、
そ
れ
を
学
ぼ
う
と
し
た
。
調
査
の
許
可
を
求
め
て
対
馬
側
が
朝
鮮
側
に
伝
え
た
口
上
に
、
幕
府
か
ら
「
博
物
多
識
之
人
相
招
、

対
面
之
上
相
尋
候
様
二
と
被
申
渡
」
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
た
二
八
五
ペ
ー
ジ
）
。
日
本
人
が
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
博
物
多

識
の
人
」
（
「
博
物
」
の
「
物
」
は
も
と
も
と
は
「
事
」
を
意
味
す
る
）
が
朝
鮮
に
も
い
る
と
想
定
し
、
そ
う
し
た
人
た
ち
に
教
え
を
乞
う
、
と
い

う
発
想
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
調
査
に
着
手
し
て
み
る
と
、
「
博
物
」
ど
こ
ろ
か
「
物
」
の
知
識
や
「
物
」
へ
の
関
心
を
ほ
と
ん
ど
も
た

、
李
碩
麟
ル
ー
ト
二
十
三
種
一

一

調
達
総
数
六
十
九
種
一
別
ル
ー
ト
四
十
種
一
重
複
十
一
種

〆
ル
ー
ト
不
明
十
七
種

未
調
達
数
三
十
五
種
｛
諦
窪
碓
癖
な
し
一
一
一
擢
三
種

李
碩
麟
ル
ー
ト
の
う
ち
一
○
種
は
採
薬
者
を
介
し
て
い
る
か
ら
、
李
等
が
直
接
に
捕
獲
・
採
集
・
入
手
し
た
も
の
を
の
ぞ
き
、
大
部
分
は
薬

材
商
が
提
供
し
た
と
想
定
し
て
も
差
支
え
あ
る
ま
い
。
医
師
や
知
識
人
の
寄
与
は
ほ
と
ん
ど
無
き
に
ひ
と
し
い
。

逆
に
朝
鮮
国
が
日
本
薬
材
調
査
を
実
施
し
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
多
く
の
医
師
や
本
草
家
が
そ
れ
に
協
力
し
、
薬
材
商
の
手
を
借

り
る
こ
と
は
む
し
ろ
少
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
遡
細
魚
）
を
く
わ
え
る
と
、
「
別
ル
ー
ト
の
調
達
薬
材
は
漢
名
項
目
だ
け
で
四
○
種
」
に
達
し
た
三
二
六
’
二
四
○
ペ
ー
ジ
）
。

両
ル
ー
ト
を
通
じ
た
漢
名
項
目
の
調
達
数
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
二
五
五
ペ
ー
ジ
）
。

５
む
す
び
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近
代
科
学
は
学
者
的
伝
統
と
職
人
的
伝
統
が
合
体
し
た
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
、
と
い
う
説
を
借
り
て
い
え
ば
、
朝
鮮
の
科
学
を
特
徴
づ
け
て

（
戸
、
）

い
た
の
は
、
こ
の
二
つ
の
伝
統
の
決
定
的
な
断
絶
で
は
あ
る
ま
い
か
・
学
者
的
伝
統
は
官
僚
制
の
な
か
の
科
学
と
し
て
の
み
生
き
な
が
ら
え
、

市
井
に
息
づ
く
職
人
の
技
術
と
交
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
医
学
の
分
野
で
は
、
そ
れ
は
医
師
と
採
薬
者
・
薬
材
商
と
の
社
会
的
分
離
、
両

者
の
あ
い
だ
の
知
識
の
分
断
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮
薬
材
調
査
は
そ
の
事
態
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
薬
材
調
査
は
や
が
て
吉
宗
に
よ
る
全
国
的
な
物
産
調
査
へ
と
発
展
し
、
日
本
の
物
産
学
・
博
物
学
の
歴
史
の
決
定
的
な
一
段
階
を
導

朝
鮮
の
思
想
界
を
主
導
し
た
朱
子
学
派
が
長
期
に
わ
た
っ
て
展
開
し
た
理
発
気
発
論
争
は
、
朱
喜
の
説
に
可
能
性
と
し
て
潜
在
し
て
い
た

存
在
論
的
お
よ
び
認
識
論
的
な
問
題
を
、
理
論
的
に
つ
き
つ
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
。
そ
の
提
出
す
る
問
題
と
論
理
の
尖
鋭
さ
は
、
日
本

朱
子
学
派
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
日
本
の
朱
子
学
者
な
ら
、
問
題
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
さ
え
、
思
い
浮
か
ば

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
思
索
の
風
土
に
あ
っ
て
こ
そ
、
た
と
え
ば
数
学
の
分
野
に
は
、
象
数
易
の
理
論
に
立
っ
て
数
学

を
体
系
的
に
構
成
し
よ
う
と
し
た
、
崔
錫
鼎
（
一
六
四
五
’
一
七
一
五
）
の
『
九
数
略
』
の
よ
う
な
試
み
が
あ
ら
わ
れ
、
天
文
学
の
分
野
に
は
、

気
の
無
限
宇
宙
論
に
大
胆
な
思
索
を
す
す
め
た
、
洪
大
容
（
一
七
三
一
’
一
七
八
三
）
の
「
霊
山
問
答
」
の
よ
う
な
著
作
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
博
物
学
へ
向
か
う
精
神
の
あ
り
方
と
は
対
極
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
の
科
学
を
支
え
た
精
神
の
ひ
と
つ
の
位
相
で
あ
っ
た
、

る
。
そ
れ
は
博
物
学
〈

と
わ
た
し
は
考
え
る
。

な
い
医
師
や
知
識
人
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
薬
材
調
査
、
す
な
わ
ち
博
物
学
と
し
て
の
本
草
研
究
の
意
図
と
意
義
さ
え
、
容
易
に
は
わ

か
っ
て
く
れ
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
医
事
問
答
や
聞
き
取
り
調
査
の
不
首
尾
の
原
因
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。

朝
鮮
の
学
問
の
こ
う
し
た
あ
り
か
た
を
、
対
馬
藩
は
科
挙
試
験
の
せ
い
と
み
た
。
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
は
そ
れ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
科
挙
の
本
場
の
中
国
で
は
事
情
は
異
な
る
。
そ
の
根
拠
は
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
え
る
。
韓
国
の
科
学
が

官
僚
制
の
な
か
の
い
わ
ば
極
限
さ
れ
た
科
学
で
あ
っ
た
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
治
技
術
と
結
び
つ
い
た
実
践
的
性
格
、

（
４
）

量
的
な
観
測
や
測
定
の
偏
重
、
理
論
の
軽
視
な
ど
と
い
っ
た
特
徴
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
と
い
う
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
一
面
に
す
ぎ
な
い

だ
ろ
う
。
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ノ
く
、
こ
と
に
な
る
。

い

か
恥
汪

（
１
）
李
徳
鳳
「
韓
国
生
物
学
史
」
、

（
２
）
盧
正
祐
「
韓
国
医
学
史
」
、
同
、

七
二
’
七
一
二
頁
を
参
照
。

（
３
）
文
献
の
引
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
引
用
文
の
選
択
と
再
構
成
の
し
か
た
の
な
か
に
、
い
か
に
編
者
の
個
性
、
さ
ら
に
は
編
者
に

体
現
さ
れ
て
い
る
文
化
の
個
性
が
表
現
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
山
田
慶
兒
「
日
本
医
学
事
始
予
告
の
書
と
し
て
の
『
医
心
方
」
」
、
山
田
慶
兒
．

栗
山
茂
久
編
「
歴
史
の
中
の
病
と
医
学
』
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
、
三
’
三
三
ペ
ー
ジ
、
を
参
照
。
外
国
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
か
い
な
い

か
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
そ
う
し
た
点
が
分
析
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
い
。
科
学
史
研
究
は
、
い
つ
ま
で
も
世
界
水
準
主
義
・
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

評
価
主
義
（
要
す
る
に
結
果
主
義
）
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
の
で
な
く
、
科
学
を
人
間
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
行
動
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
文

化
全
体
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
、
そ
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
を
内
と
外
か
ら
解
明
し
て
ゆ
く
立
場
を
確
立
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
文
化
内
在
主

義
の
立
場
で
あ
る
。
比
較
研
究
は
そ
の
う
え
で
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。

（
４
）
前
掲
『
科
学
史
技
術
史
辞
典
」
、
弘
文
堂
、
二
二
四
’
二
三
一
頁
。

（
５
）
全
相
運
「
韓
国
の
科
学
と
技
術
」
、
同
、
二
二
六
頁
を
参
照
。

だ
が
そ
れ
は
、
朝
鮮
の
科
学
の
歴
史
に
は
、
お
そ
ら
く
小
さ
な
波
紋
ひ
と
つ
落
と
す
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

「
韓
国
文
化
史
大
系
」
Ⅲ
・
科
学
技
術
史
、
高
麗
大
学
校
民
族
文
化
研
究
所
、
一
九
六
八
、
三
九
○
’
三
九
四
頁
。

八
○
○
’
八
○
七
頁
。
ま
た
、
三
木
栄
「
車
医
宝
鑑
」
、
『
科
学
史
技
術
史
辞
典
」
。
弘
文
堂
、
一
九
九
七
縮
刷
版
、


