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〔
要
約
目
産
業
革
命
以
蘭
の
世
界
史
に
お
い
て
、
申
国
の
鉄
産
は
警
護
的
に
璽
要
な
意
義
を
有
し
た
。
戦
闘
時
代
の
頃
か
ら
中
国
で
は
鉄
器
の
健
用
が

盛
ん
と
な
り
、
漢
書
に
入
っ
て
一
つ
の
頂
点
を
形
造
る
。
支
那
の
鉄
は
ロ
ー
マ
の
市
場
に
ま
で
販
売
さ
れ
た
。
漢
が
飼
奴
に
打
撃
を
与
え
て
之
を
西
方
に

遁
走
せ
し
め
た
の
は
、
鉄
製
武
器
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
然
る
に
三
等
以
後
に
入
っ
て
中
砲
国
内
は
鉄
の
不
足
を
感
じ
た
。
ク
ビ
カ
セ
、
ア
シ
カ
セ
の
よ

う
な
刑
具
を
も
、
従
来
鉄
製
で
あ
っ
た
も
の
を
木
製
品
で
代
用
し
た
。
こ
の
蒔
代
に
成
立
し
た
と
愚
わ
れ
る
北
方
愛
器
の
琶
語
の
中
に
、
中
裁
語
の
「
鉄
と

い
う
雷
葉
が
置
接
受
容
さ
れ
た
形
遊
が
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
唐
末
か
ら
宋
初
に
か
け
て
中
国
に
燃
料
革
命
と
も
称
す
べ
き
も
の
が
起
ヶ
、
石
炭
を
燃
し
て
高
熱
を
得
、
製
鉄
に
も
石
炭
を
利
用
し
て
大
燈

生
産
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
世
界
塑
上
、
極
東
の
優
位
が
出
現
し
、
支
那
鉄
を
利
用
し
た
蒙
古
の
大
征
服
、
こ
れ
に
圧
さ
れ
て
ト
ル
コ
族
の
西
翠
と

い
う
事
件
も
起
つ
た
。
南
海
方
顕
で
は
豊
国
の
鉄
が
重
要
な
貿
易
品
と
な
り
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
ま
で
輸
…
出
さ
れ
た
。
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開
　
緒
　
　
言

　
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
分
野
に
お
い
て
、
先
入
見
ほ
ど
恐
る
べ
き
も
の

は
な
い
。
歴
史
学
の
例
を
と
っ
て
見
て
竜
、
史
料
の
広
さ
と
深
さ
は
、

そ
の
多
様
性
、
複
雑
性
と
相
倹
っ
て
、
個
人
の
感
受
力
を
荘
然
自
失

さ
せ
る
に
足
る
。
そ
こ
ぞ
最
初
に
い
か
数
る
予
想
を
抱
い
て
覆
究
に

当
る
か
に
よ
っ
て
、
結
果
に
お
い
て
大
き
な
差
違
が
生
ず
る
の
は
当

然
の
帰
結
で
巳
む
を
得
な
い
。
正
に
始
発
に
お
け
る
毫
讃
の
差
が
、

到
着
点
に
お
い
て
千
里
も
蕾
な
ら
ず
、
と
い
う
諺
の
通
り
で
あ
る
。

私
は
自
ら
客
観
主
義
の
歴
史
学
を
標
心
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
を

排
除
し
て
研
究
に
当
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
後
に
な
っ
て
省

み
る
と
、
ま
だ
ま
だ
多
分
に
偏
見
に
累
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
発
見
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し
て
漸
塊
に
堪
え
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
今
こ
こ
に
問
題
と
し
ょ
う
と
す

る
、
　
「
支
那
の
鉄
」
の
如
き
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
中
国
の
…
鉄
工
業
に
つ
い
て
、
最
も
精
確
な
見
透
し
を
以
て
我
々
を

導
か
れ
た
の
は
、
数
桑
原
鶴
蔵
博
士
で
あ
る
。
い
ま
私
の
学
生
時
代

の
ノ
ー
ト
を
取
出
し
て
見
る
と

鉄
は
古
来
支
那
に
多
く
産
し
、
こ
の
製
造
法
も
進
ん
で
い
た
。
略
記
貨
鵬
伝

を
見
て
も
鉄
で
富
を
成
し
た
者
が
多
い
。
張
籍
は
西
域
で
未
だ
鉄
を
知
ら
ざ

る
霞
を
見
た
こ
と
が
あ
り
、
支
那
と
交
過
し
て
か
ら
鉄
を
用
う
る
を
知
る
よ

う
に
な
っ
た
。
麦
那
鉄
は
品
質
が
優
畏
で
あ
っ
て
、
西
紀
一
億
紀
頃
に
は
波

斯
を
通
り
、
　
羅
罵
市
場
で
売
ら
れ
た
。
　
そ
こ
で
第
…
等
の
価
を
有
す
る
は

ω
①
嵩
o
o
漏
①
叢
。
（
支
那
鉄
）
で
あ
り
、
波
斯
鉄
が
第
二
等
で
あ
っ
た
。
中
世

ア
ラ
ビ
ア
時
代
に
も
西
ア
ジ
ア
で
支
那
鉄
が
聴
ば
れ
た
（
大
蕉
十
二
年
度
東

洋
史
普
通
講
義
）
。

と
あ
9
、
更
に
博
士
の
「
ア
ラ
ビ
ア
人
の
記
録
に
見
え
た
る
支
那
」

と
い
う
特
殊
講
義
で
も
、
縷
友
と
し
て
説
か
れ
る
所
が
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
頭
か
ら
中
国
に
は
自
然
科
学
や
工
業
技
術
が
発
達
し
な
い

・
も
の
だ
と
定
め
て
か
か
っ
て
い
た
私
は
、
こ
う
い
う
占
酬
を
上
の
空
で

聞
き
な
が
し
、
其
後
屯
殆
ん
ど
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

中
国
文
化
の
価
値
に
は
寧
ろ
最
竜
懐
疑
的
な
態
度
を
興
せ
ら
れ
た
博

士
が
、
こ
の
事
実
を
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
よ
ほ
ど
重
大
な
意
昧
を
有

す
る
こ
と
だ
と
、
当
然
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
問
に
私
は
矢
張
り
先
入
見
の
虜
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
中
国
史
の
研
究
を
先
ず
宋
代
か
ら
着
手
し
、
宋
以
後
の
中
国

の
文
化
の
発
達
に
多
大
の
敬
意
を
払
う
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
理
由
が

判
然
と
軽
め
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
至
っ
て
漸
く
、
そ
の
根
抵
に

工
業
技
術
の
進
歩
が
…
横
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
所
見
の
一
端

を
雑
誌
「
東
方
学
」
第
十
三
輯
に
「
岩
代
に
お
け
る
石
炭
と
御
し
な

る
題
で
発
表
し
、
宋
代
に
お
け
る
製
鉄
業
の
進
歩
に
つ
い
て
論
ず
る

所
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
時
に
魑
尉
て
桑
原
博
士
か
ら
教
え
ら

れ
た
「
支
那
の
鉄
」
に
つ
い
て
の
講
義
内
容
が
、
改
め
て
生
々
と
脳

中
に
甦
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二
　
三
代
の
鉄

　
考
古
学
上
に
鉄
器
時
代
と
い
う
書
葉
が
あ
る
が
、
青
蝿
器
時
代
を

脱
し
て
鉄
器
時
代
に
入
れ
ば
、
あ
と
は
一
様
の
鉄
器
時
代
か
と
考
え

た
な
ら
ば
大
聖
違
い
で
あ
る
。
同
じ
鉄
で
竜
そ
こ
に
は
質
の
闇
題
と

共
に
量
の
問
題
が
あ
り
、
殊
に
量
の
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
社
会
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経
済
に
及
ぼ
す
影
響
に
は
雲
泥
の
差
が
生
ず
る
。
私
は
西
洋
文
化
東

漸
以
前
の
中
国
に
お
け
る
鉄
工
業
の
発
展
の
段
階
を
、
他
の
…
聯
合
と

同
じ
く
、
大
凡
そ
三
時
期
に
分
っ
て
概
観
し
て
見
よ
う
と
思
う
。

　
中
国
古
代
史
の
頂
点
を
成
す
漢
帝
国
は
、
鉄
が
生
ん
だ
大
領
土
だ

と
言
っ
て
竜
さ
し
て
誇
張
で
は
あ
る
ま
い
。
漢
は
武
帝
の
時
に
鉄
の

専
売
を
行
い
、
鉄
産
地
に
鉄
官
を
置
い
て
生
産
加
工
せ
し
め
た
が
、

そ
の
分
布
を
見
る
と
概
ね
総
勢
以
北
の
華
北
に
集
中
し
て
四
十
繍
所

に
上
り
、
揚
子
江
流
域
で
は
蜀
に
三
個
所
、
鄙
陽
湖
以
下
の
下
流
江

北
に
四
個
所
を
…
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
明
か
に
鉄
産
地
の
分
布
は
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

時
の
文
化
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
原
礁
は
重
ん
ど
砂

鉄
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
屯
拘
わ
ら
ず
、
漢
粟
国
が
有
す
る
鉄
資
源
と
製
鉄
技
術
と

は
、
当
時
の
世
界
に
お
い
て
隠
然
と
し
て
重
き
を
成
し
て
い
た
。
漢

が
神
田
鬼
没
の
騎
馬
民
族
な
る
旬
奴
に
対
し
て
勝
を
製
し
た
の
も
、

そ
の
鉄
製
の
武
器
の
賜
で
あ
っ
た
。
漢
難
陳
湯
伝
に
、
彼
が
成
帝
の

河
平
元
年
（
前
二
八
）
、
帝
に
対
し
て

蕩
兵
の
五
は
漢
兵
の
一
に
当
る
。
何
と
な
れ
ば
被
は
兵
刃
朴
鈍
に
し
て
葛
弩

利
な
ら
ず
。
今
聞
く
に
頗
る
漢
巧
を
得
た
り
と
い
5
も
、
然
れ
ど
も
な
お
三

に
し
て
一
に
当
ら
ん
の
み
。

　
と
述
べ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
故
に
漢
は
㎝
幽
境
に
関
所
を
設
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
、
鉄
が
北
方
民
族
中
に
流
出
す
る
の
を
防
い
だ
。
同
様
の
措
藩
…
は
、

漢
初
両
翼
地
方
に
独
立
政
権
を
樹
立
し
た
爾
越
に
対
し
て
も
取
ら
れ

た
。
当
時
北
方
民
族
の
間
に
は
鉄
が
殆
ん
ど
存
在
せ
ず
、
専
ら
青
銅

製
の
も
の
を
使
用
し
て
、
そ
れ
が
ス
キ
タ
イ
文
化
と
称
せ
ら
れ
た
の

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
西
域
地
方
の
城
郭
諸
国
は
既
に
臼
常
…
に
…
鉄
器
を
使
用
し
て
居
り
、

漢
書
西
域
伝
に
お
い
て
も
、
鉄
の
産
地
と
し
て
、
嬬
莞
、
難
兜
、
姑

墨
、
出
国
、
迎
車
な
ど
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
北
方
に
偏
し
た

大
幅
は
文
化
が
遅
れ
て
い
た
と
見
え
、
漢
人
の
亡
命
者
が
こ
れ
に
鋳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

鉄
の
技
術
を
教
授
し
た
形
逃
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
ぞ
鉄
漿
る
も
の
が
殻
初
に
登
場
し
た
の
は
多
分
に
銅
の
代

用
晶
た
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
古
く
は
金
ζ
欝

え
ば
寧
ろ
銅
を
意
味
し
、
兵
器
の
如
き
利
器
す
ら
専
ら
青
銅
が
用
い

ら
れ
、
鉄
の
優
秀
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
遙
か
に
後
世

に
属
す
る
。
た
だ
鉄
は
銅
よ
り
も
至
嘱
に
各
地
に
産
し
た
。
逗
子
、

出
年
無
七
十
七
に

銅
を
出
す
の
山
四
冥
＋
毒
、
鉄
を
出
す
岱
、
美
亮
山
萱
圃

と
あ
夢
、
　
鉄
産
地
の
数
は
、
　
銅
簾
地
の
数
の
約
心
妻
に
当
っ
て
い
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る
。
そ
の
大
衆
性
が
先
ず
認
識
さ
れ
，
た
の
で
あ
っ
て
、
既
に
鉄
器
が

普
遍
化
し
た
後
に
お
い
て
も
、
利
器
の
代
表
た
る
刀
劔
は
銅
を
以
て

造
ら
れ
、
所
謂
虚
誕
な
る
も
の
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
か
っ
た
ら
し
い

の
ぞ
あ
る
。
中
国
の
刀
剣
は
、
春
秋
時
代
ま
で
は
凡
て
青
銅
で
造
ら

れ
戦
国
の
頃
か
ら
鉄
製
の
も
の
が
現
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で

一
つ
の
問
題
は
、
春
秋
末
に
有
名
な
、
呉
編
纂
闘
の
宝
剣
で
あ
る
干

将
・
莫
邪
が
銅
製
で
あ
っ
た
か
、
鉄
製
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
呉
越
春
秋
に
よ
る
と

干
将
は
剣
を
造
ら
ん
と
し
、
瓢
山
の
精
を
採
り
、
六
合
の
英
を
浅
し
、
天
を

慨
し
地
を
順
う
に
、
陰
陽
極
光
に
し
て
、
金
鉄
の
頴
未
だ
論
流
せ
ず
。
干
将

乗
嚢
乃
ち
髪
を
断
ち
指
を
妄
り
、
之
を
鑛
申
に
投
じ
、
舐
子
二
百
を
し
て
、

豪
を
鼓
し
炭
を
装
せ
し
む
れ
ば
、
金
鉄
乃
ち
濡
け
た
り
。
遂
に
以
て
剣
を
成

せ
り
。
陽
を
干
将
と
日
い
て
亀
文
を
毒
し
、
陰
を
鎮
邪
と
臨
い
て
漫
理
を
作

す
。

と
あ
っ
て
、
文
中
に
金
鉄
と
あ
る
か
ら
鉄
製
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
、
併
し
鉄
な
ら
ば
鍛
錬
し
て
よ
か
り
そ
う
な
の
に
、
　
一
語
も
そ
れ

に
及
ば
ず
、
単
に
高
熱
で
堅
い
原
料
を
溶
解
さ
せ
た
点
に
物
語
り
の

主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
甚
だ
不
思
議
で
あ
る
。
よ
っ
て
思
う
に
、

抑
も
こ
の
物
語
は
客
来
が
伝
説
ノ
、
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
物
語
り
は
必

ず
し
竜
春
秋
末
期
の
呉
王
の
寓
実
を
俵
え
た
と
も
限
ら
な
い
。
但
し

そ
れ
が
人
購
に
瞼
嘉
し
て
い
る
所
か
ら
見
て
、
先
秦
戦
国
の
頃
に
広

く
各
地
の
都
市
社
会
ぞ
爵
伝
さ
れ
た
物
語
り
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
形
式
は
、
原
来
は
銅
剣
の
つ
も
り
ぞ
あ
っ
た
の
で
「
、
従

っ
て
二
言
に
関
す
る
士
爵
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
然

る
に
呉
越
春
秋
が
書
物
に
置
き
下
さ
れ
る
頃
（
恐
ら
く
後
漢
末
期
）
に
、

刀
劔
の
鋭
利
な
も
の
は
鉄
製
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
急

に
干
将
鎮
邪
を
金
鉄
め
質
と
し
た
が
、
説
話
の
形
式
は
口
碑
を
・
〈
の

ま
ま
に
伝
え
た
の
で
、
さ
て
こ
そ
質
と
製
法
と
の
間
に
ち
ぐ
は
ぐ
な

矛
盾
を
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
じ
呉
越
春
秋
に
見
ゆ
る
、

越
王
民
常
が
欧
呼
子
に
命
じ
て
造
ら
せ
た
昏
睡
五
枚
の
原
料
は

赤
墨
の
山
破
れ
て
錫
を
出
し
、
若
鷺
の
難
潤
れ
て
銅
を
呂
す
。

と
あ
り
、
そ
の
銅
器
を
以
て
造
っ
た
と
言
え
ば
明
か
に
こ
れ
は
青
銅

製
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
出
監
見
習
は
春
秋
末
の
物
語
で
あ
る
が
、
戦
国
末
の
物
語
な
る
燕

の
荊
輯
が
秦
王
を
脅
し
た
と
い
う
利
七
首
も
、
果
し
て
鉄
製
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
史
記
刺
客
列
伝
に
よ
れ
ば
彼
は

豫
め
ト
天
下
の
利
ヒ
酋
を
求
め
て
、
趙
人
徐
夫
入
の
ヒ
首
を
得
た
り
。
之
を
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
に
て
取
り
、
工
を
し
て
薬
を
以
て
之
を
蝕
せ
し
め
、
以
て
人
を
試
し
た
る
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に
似
顔
縷
す
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
あ
り
、
埣
は
原
来
焼
く
の
意
で
あ
る
が
、
ま
た
淳
と
通
じ
て
用
い

ら
れ
、
淳
は
辞
源
の
解
に

　
鍛
錬
刀
劇
。
以
水
計
火
日
埣
。

と
あ
り
、
要
す
る
に
、
「
焼
き
を
い
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
解
に
従
え
ば
荊
輌
の
七
首
は
鋼
鉄
製
ぞ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
然
し
な
が
ら
戦
国
柔
期
に
な
る
と
、
鉄
製
の
刀
劔
は
既
に
一
般
酌

に
普
及
し
て
、
そ
の
利
鈍
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

皮
記
苑
睡
伝
に
、
秦
の
昭
王
の
欝
葉
と
し
て

五
獄
聞
く
、
楚
の
鉄
剣
利
に
し
て
侶
優
は
拙
な
り
、
と
。

と
あ
っ
て
は
、
亜
属
は
そ
の
多
量
生
産
の
た
め
に
便
利
と
さ
れ
た
鉄

が
、
漸
く
そ
の
独
特
の
墜
剛
性
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
漢

代
に
入
っ
て
い
よ
い
よ
精
錬
の
法
が
進
歩
し
、
同
時
に
消
費
者
は
そ

の
堅
剛
な
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
武
帝
の
時
に
鉄
を
専
売
と
し
て
、

官
営
で
農
具
器
を
製
造
販
売
せ
し
め
た
時
、
民
間
の
苦
情
は
そ
の
性

質
が
鈍
脆
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　
漢
代
の
鉄
は
中
央
ア
ジ
ア
を
越
え
て
、
遠
く
ロ
ー
マ
世
界
に
ま
で

輸
出
　
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
（
二
三
一
七
九
年
）
の

博
物
志
に
、
左
の
有
名
な
一
句
が
あ
る
。

七
ー
レ
ス
の
送
る
鉄
が
最
も
優
れ
、

（
×
区
区
H
く
）

パ
ル
テ
ィ
ア
の
も
の
が
之
に
次
ぐ

こ
の
セ
ー
レ
ス
は
普
通
に
解
す
れ
ば
支
那
で
あ
る
が
、
古
来
中
国
の

文
化
に
疑
惑
を
有
す
る
学
者
間
に
、
こ
の
場
含
に
限
っ
て
こ
れ
を
他

の
地
域
に
比
定
し
よ
う
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
併
し
右
の
プ
リ
ニ
ウ

ス
の
文
章
は
、
何
も
当
時
の
漢
の
鉄
が
凡
て
一
様
の
性
質
で
、
そ
れ

が
世
界
に
冠
絶
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
。
精
錬
法
の
未

熱
で
あ
っ
た
時
代
、
鉄
製
晶
の
晶
質
は
甚
だ
多
く
を
原
鉱
の
性
質
に

依
存
す
る
。
土
地
が
広
く
、
各
種
各
様
の
原
鉱
を
得
て
精
錬
し
た
鉄

の
中
に
、
西
方
の
商
人
が
他
で
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
良
質
の
鉄

が
あ
り
、
そ
れ
が
西
ア
ジ
ア
を
通
過
し
て
ロ
ー
マ
市
場
に
現
わ
れ
た

か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
当
時
大
道
が

ロ
ー
マ
か
ら
長
安
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、
私
が
嘗
て
本
誌
、
第
二

十
四
巻
に
載
せ
た
「
條
支
と
大
秦
と
西
海
」
な
る
小
論
に
お
い
て
論

証
し
た
通
り
で
あ
る
。

三
　
中
世
の
鉄

　
中
国
の
社
会
は
漢
か
ら
三
國
に
入
る
と
大
き
く
変
る
が
、
鉄
工
業

の
上
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
二
’
つ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
く
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る
。　

そ
の
一
つ
は
鉄
製
の
嘉
島
が
い
よ
い
よ
精
巧
と
な
っ
て
、
宝
物
視

さ
る
る
も
の
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
に
お
け
る
貴
族

鮭
会
の
成
立
と
関
係
あ
の
、
ま
た
泓
が
嘗
て
指
摘
し
た
如
く
、
縫
会

の
好
尚
が
量
の
尊
重
か
ら
質
の
尊
璽
へ
転
向
し
た
、
そ
の
大
勢
を
背

景
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
貴
族
的
な
刀
劔
趣
味
を
鼓

吹
し
た
も
の
は
、
実
に
魏
の
曹
操
と
曹
不
あ
親
子
で
あ
っ
た
。
藝
文

類
別
巻
六
十
、
魏
塗
壁
内
戒
の
令
に

往
歳
百
辟
の
刀
を
作
る
。
所
謂
百
錬
の
利
器
な
り
。
以
て
不
禅
を
懸
け
、
姦

究
を
臓
服
す
。

と
あ
り
、
辟
の
意
味
不
明
で
あ
る
が
、
下
で
こ
れ
を
百
錬
と
受
け
て

い
る
か
ら
、
轟
は
錬
と
同
じ
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
う
に
辟

は
襲
と
同
じ
く
、
刀
身
を
打
延
ば
し
て
は
折
畳
ん
だ
こ
と
を
謂
わ
ん

と
す
る
竜
の
ぞ
あ
ろ
う
。
当
時
の
刀
劔
が
こ
の
よ
う
に
鍛
錬
し
て
成

っ
た
屯
の
ぞ
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
子
の
蘭
書
が
そ
の
謬
論
の
中

で
二
鵬
庭
毒
し
て
い
る
爵
く

建
安
二
十
踏
年
（
二
一
九
年
）
二
月
壬
午
、
魏
の
太
子
　
、
百
辟
の
宝
剣
を

造
る
。
長
さ
四
尺
二
寸
。
藪
の
良
金
を
選
び
、
彼
の
国
工
を
し
て
、
精
に
し

て
之
を
唄
え
、
百
態
に
至
る
。
即
す
る
に
清
濠
（
の
水
）
を
以
て
し
、
礪
ぐ

　
に
盤
諸
を
以
て
す
。
光
は
流
昆
に
慨
た
り
、
名
づ
け
て
飛
畏
と
日
う
．

当
時
の
貴
族
趣
味
に
お
い
て
、
あ
る
製
晶
の
質
の
高
貴
な
る
を
濁
す

る
と
き
、
そ
の
原
料
、
そ
の
加
工
法
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
勿
体
を

つ
け
る
の
が
一
殻
の
流
行
で
あ
っ
た
。
監
諸
の
意
味
不
明
で
あ
る
が
、

何
か
特
殊
な
砥
石
で
あ
ろ
ケ
。

　
魏
の
武
帝
即
ち
曹
操
が
造
っ
た
百
五
濁
は
五
口
を
造
っ
て
、
長
子
，

墨
（
即
ち
後
の
文
留
）
、
陳
王
糖
酬
、
　
饒
陽
侯
林
に
夫
々
一
口
を
与
え
、

余
の
二
口
を
瀦
ら
帯
し
た
と
欝
う
が
、
之
を
受
け
た
陳
牛
飯
に
こ
の

事
を
叙
し
た
宝
刀
賦
が
あ
る
。
兄
の
難
解
　
は
特
に
刀
劔
愛
好
家
で
、

宝
劔
と
岡
時
に
百
瀞
宝
刀
、
百
辟
巳
首
、
百
辟
露
隔
刀
な
ど
を
造
っ

て
い
る
。

　
刀
劔
趣
昧
は
単
に
工
人
に
命
じ
て
鍛
造
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
自
【

ら
鍛
錬
す
る
所
ま
で
行
か
ね
ば
已
ま
な
か
っ
た
。
曹
操
は
起
兵
の
前

に
裏
邑
に
あ
り
し
時
、
工
師
と
共
に
卑
手
刀
な
る
も
の
を
作
り
、
北

海
の
孫
賓
碩
に
畿
ら
れ
た
と
言
う
。
梁
の
陶
弘
仁
の
刀
劔
録
は
か
か

る
刀
劔
趣
味
の
時
代
を
反
映
し
て
作
ら
れ
た
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
張
飛
は
際
ら
匠
に
命
じ
て
赤
珠
山
の
鉄
を
錬
し
て
一
刀
を

為
ら
せ
、
董
元
代
（
襲
）
は
少
よ
り
果
勇
に
し
て
、
肉
ら
鉄
を
打
っ

て
刀
を
作
9
、
閑
羽
も
亦
自
ら
五
都
山
の
鉄
を
採
っ
て
二
刀
を
作
つ
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た
と
あ
る
。
魏
の
舗
康
が
河
内
の
出
勝
県
に
引
こ
も
っ
て
、
夏
日
柳

樹
の
下
に
鍛
え
、
鍾
會
が
来
て
も
礼
を
な
さ
な
か
っ
た
の
ぞ
、
後
に

禍
に
遭
っ
た
の
は
有
名
な
逸
話
で
あ
る
が
、
素
人
鍛
冶
は
当
時
の
貴

族
祉
会
に
お
け
る
一
種
の
流
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ぬ
と
、
こ
の

話
は
甚
だ
唐
突
に
聞
え
る
。

　
こ
の
よ
ヶ
な
刀
劔
を
鍛
錬
す
る
技
術
、
及
び
こ
れ
を
宝
刀
と
し
て

愛
玩
す
る
風
習
は
ど
こ
か
ら
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
や
は

り
こ
れ
は
西
方
文
化
の
影
響
で
は
な
い
か
と
思
う
。
当
時
西
方
に
は

中
国
人
が
愛
好
す
る
玉
と
共
に
、
割
玉
刀
と
い
う
竜
の
が
存
在
す
る

と
伝
え
ら
れ
た
。
遠
江
子
に

秦
王
、
西
戎
の
利
刀
を
得
た
り
、
之
を
以
て
玉
を
曳
く
に
木
を
割
く
が
如
し

焉
。

と
あ
り
、
海
内
十
洲
記
に

昆
組
割
無
刀
は
周
の
穆
王
の
時
、
砂
壁
の
献
ず
る
所
、
玉
を
盗
る
こ
と
泥
を

切
る
が
如
し
。

と
あ
る
は
、
何
れ
竜
戴
晋
間
の
思
想
で
あ
ろ
う
。
豊
満
曹
植
の
悟
道

論
に
、
韓
世
雅
な
る
考
の
話
を
載
せ

諸
梁
の
蒔
、
西
域
の
胡
来
り
て
香
樋
の
腰
帯
、
調
玉
刀
を
献
…
ず
。

と
あ
る
が
、
彼
の
兄
、
文
選
曹
不
あ
考
え
方
は
甚
だ
合
理
飾
で
、
抱

朴
子
内
篇
論
仙
に
8
1
か
れ
た
彼
の
雷
葉
は

天
下
に
切
玉
の
刀
な
る
も
の
な
し
。

と
喝
破
し
て
い
る
の
も
爾
由
い
。
勿
論
、
い
か
に
鋭
利
で
あ
っ
て
も
、

刀
劔
で
玉
は
切
れ
な
い
が
、
併
し
西
方
の
鍛
造
術
が
中
国
に
紹
介
さ

れ
、
そ
れ
と
岡
時
に
呪
術
的
な
宝
刀
の
伝
説
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
た

こ
と
は
十
分
に
推
測
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

　
特
殊
な
宝
刀
は
寧
ろ
伝
説
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
名
刀
の

産
地
が
、
北
魏
の
頃
か
ら
現
わ
れ
る
。
　
そ
の
一
つ
は
相
州
（
郵
）
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
嚢
国
で
あ
る
。
馬
背
食
貨
志
に

其
の
鉄
を
鋳
て
農
器
兵
刃
と
な
す
は
在
所
に
之
れ
有
り
。
然
れ
ど
も
相
州
牽

　
口
冶
を
以
て
工
と
為
す
。
故
に
常
に
錬
鐵
し
て
刀
を
為
り
、
武
庫
に
送
る
。

と
あ
り
、
ま
た
北
斉
書
巻
四
十
九
薬
母
懐
文
伝
に
．

叉
宿
鉄
刀
を
造
る
。
そ
の
法
は
生
鉄
精
を
焼
ぎ
、
以
て
柔
錐
に
重
ね
、
数
宿

す
れ
ば
剛
を
成
す
。
胡
琴
を
以
て
刀
脊
と
通
塞
、
浴
す
る
に
猟
書
の
溺
を
以

て
し
、
淳
す
る
に
五
牲
の
脂
を
以
て
す
。
甲
を
斬
る
に
三
十
札
を
以
て
す
。

混
紡
国
の
冶
家
鋳
る
所
の
宿
柔
鋲
は
乃
ち
其
の
遺
法
な
り
。
刀
を
作
る
こ
と

猶
お
甚
だ
侠
利
な
り
。
但
だ
三
十
札
を
射
る
能
わ
ざ
る
也
。

と
あ
り
、
多
分
に
神
秘
的
な
要
素
を
含
む
が
、
要
す
る
に
錬
鉄
を
身

と
し
て
鋼
鉄
の
刃
を
つ
け
た
普
逓
の
刀
劔
鍛
造
法
を
説
い
て
い
る
の
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で
あ
る
、
　
と
こ
ろ
ぞ
こ
の
聖
算
（
郵
）
と
嚢
国
の
鉄
工
業
は
北
朝
に

入
っ
て
か
ら
の
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
起
原
ぼ
恐
ら
く
三
国
以
来
の

も
の
ぞ
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
曹
操
が
灘
ハ
の
宰
栢
魏

王
と
し
て
実
権
を
握
っ
て
巧
し
た
所
は
鄭
で
あ
り
、
五
胡
十
六
国
の

石
勒
が
褻
国
を
都
と
し
、
以
後
こ
の
二
都
市
は
南
北
朝
時
代
、
華
北

の
国
都
に
崩
ず
ん
ば
重
鎮
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
地
に
お
け
る
鉄
工

業
と
何
等
か
の
関
係
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
国
都
や
重
鎮
で
あ
っ
た
か
ら
鉄
工
業
が
繁
栄
し
た
と
も
推
測

さ
れ
る
し
、
ま
た
鉄
工
業
が
盛
ん
で
あ
り
、
又
は
盛
ん
に
な
り
得
る

条
件
を
具
え
た
が
故
に
国
都
で
あ
り
重
鎮
で
あ
り
得
た
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
総
じ
て
刀
鍛
冶
こ
そ
は
、
東
西
を
通
じ
て
最
竜
中
世
的
工
業
の
代

表
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
竜
小
規
模
な
家
内
工
業
で
あ
り
、
そ
の
子

鼠
は
実
用
晶
で
あ
る
と
共
に
美
術
昂
で
あ
り
、
ま
た
神
秘
的
、
呪
術

的
な
性
質
す
ら
具
え
て
い
た
。

　
三
国
魏
に
入
っ
て
鉄
工
業
の
上
に
現
わ
れ
た
も
う
一
つ
の
注
意
す

べ
き
現
象
は
、
鉄
材
の
不
足
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
晋
書
刑
法
志
に
、

後
漢
末
年
の
こ
と
と
し
て
曹
操
の
刑
法
改
正
を
記
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
し
か
せ

乃
ち
甲
子
の
科
を
定
め
、
左
右
の
趾
を
署
す
る
（
罪
）
を
犯
す
者
は
、
易

　
う
呑
に
木
工
を
以
て
す
。
是
の
謄
鉄
に
乏
し
。
故
に
易
う
る
に
木
を
以
て
せ

、
り
焉
。

と
あ
り
、
刑
具
を
造
る
鉄
す
ら
不
足
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ

ご
に
引
い
た
晋
の
刑
法
志
の
文
は
鉱
、
即
ち
ア
シ
照
影
に
つ
い
て
し

か
記
し
て
い
な
い
が
、
ク
ビ
カ
セ
に
つ
い
て
・
も
同
…
様
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
漢
の
時
代
の
ク
ビ
カ
セ
は
鉗
と
言
い
、
そ
の
字
形
で
も
分

る
よ
う
に
鉄
製
ぞ
あ
っ
た
。

鉗
は
鉄
を
以
て
頸
を
束
ぬ
る
也
（
漢
高
高
帝
紀
九
年
十
二
月
條
顔
注
）

鉗
は
頸
に
在
り
、
鉄
は
足
に
在
り
、
皆
鉄
を
以
て
之
を
為
る
（
漢
書
陳
萬
年

伝
顔
注
）

従
っ
て
後
世
の
よ
う
な
、
木
製
の
枷
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
よ
う

ぞ
、
枷
と
言
え
ば
脱
穀
器
を
意
味
し
た
。
首
枷
の
制
が
明
白
に
現
わ

れ
る
の
は
魏
書
で
、
刑
劉
志
、
世
宗
紀
、
宋
翻
伝
な
ど
に
見
え
て
い

　
④

る
が
、
実
質
的
に
は
恐
ら
く
一
二
国
魏
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
度
木
で
造
ら
れ
る
と
、
そ
の
方
が
取
扱
い
に
便

利
で
も
あ
り
、
人
道
的
で
も
あ
っ
た
の
で
、
後
世
ま
で
木
器
が
使
用

さ
れ
た
。

　
当
時
は
勿
論
兵
馬
俗
偬
の
時
で
あ
る
が
、
刑
具
の
よ
う
な
僅
か
な

器
具
す
ら
、
鉄
を
以
て
造
り
得
な
か
っ
た
の
は
尋
常
…
の
事
柄
で
な
い
。
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箕郵の鉄について（寓崎）

恐
ら
く
需
要
の
増
加
と
反
対
に
、
生
産
の
低
下
が
伴
う
て
起
っ
た
0

ぞ
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
連
年
の
戦
争
に
よ
っ
て
旧
来
の
工
場
設
備
の
破

壊
、
工
人
の
流
散
が
起
り
、
秩
序
が
恢
復
し
た
後
竜
、
労
力
技
術
の

管
理
が
十
分
に
行
か
ず
し
て
、
生
産
が
萎
縮
を
続
け
た
こ
と
は
容
易

に
考
え
ら
れ
る
。

　
既
に
政
府
の
力
を
以
て
し
て
も
、
…
鉄
材
が
十
分
に
得
ら
れ
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
民
間
に
お
い
て
猶
更
入
手
困
難
を
瀬
え
た
で
あ
ろ
う

こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
一
般
人
民
大
衆
に
と
っ
て
、
農

具
の
不
足
が
最
も
食
糧
生
産
の
下
路
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
曹

操
に
よ
る
屯
田
法
の
実
施
の
如
き
は
、
こ
の
よ
う
に
極
端
な
生
産
設

備
の
破
壊
縮
小
の
後
、
恰
も
今
度
の
戦
争
敗
後
の
日
本
の
よ
う
な
状

態
に
あ
っ
た
時
に
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
洋
弓
は
河
北
を
平
定
し
て
、
鉄
治
を
開
く
と
、
王
者
を
渡
金
中
郎

将
に
任
命
し
、
郡
國
の
鉄
官
を
統
率
・
し
て
軍
国
の
用
を
弁
ぜ
し
め
た
。

ま
た
末
年
に
韓
質
を
監
冶
謁
者
、
身
金
都
尉
に
任
じ
、
彼
は
従
来
の

馬
力
に
よ
る
輔
は
能
率
が
低
い
の
で
、
　
水
力
に
よ
る
仕
掛
（
水
餅
）

を
発
明
し
た
の
ぞ
、
在
職
七
年
間
に
器
用
が
充
実
し
た
と
い
う
（
魏

志
巻
骨
三
）
。
司
金
中
郎
将
の
宮
は
蜀
に
も
あ
り
、
張
喬
が
こ
れ
に
任

　
　
　
　
　
り
　
　
　

ぜ
ら
れ
て
、
農
戦
の
器
を
典
難
し
た
と
あ
る
か
ら
（
蜀
志
巻
十
…
）
魏

に
お
い
て
も
恐
ら
く
司
金
の
下
に
あ
る
降
雪
が
農
器
を
も
製
作
し
た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
と
ま
れ
三
国
以
来
、
中
国
国
内
で
鉄
材
の
不
足
が
感
ぜ
ら
れ
、
十

分
置
外
国
へ
も
輸
出
す
る
余
力
が
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
中
国

の
鉄
が
あ
ま
り
北
方
民
族
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
か
っ
た

ら
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
竜
推
察
さ
れ
る
。

　
殊
に
面
白
い
の
は
現
今
の
覇
鮮
語
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
金
、
銀
、

銅
、
鈷
は
何
れ
も
中
国
語
そ
の
ま
ま
に
、
ク
ム
、
ウ
ン
、
ト
ン
グ
、

ヨ
ー
ン
で
あ
る
が
、
鉄
だ
け
は
チ
ョ
ー
ル
で
、
或
い
は
鉄
の
転
託
と

考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
が
、
大
分
違
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は

朝
鮮
に
於
け
る
製
鉄
の
起
源
が
甚
だ
古
い
こ
と
に
由
来
す
る
。
後
漢

書
東
夷
伝
に

韓
國
は
鉄
を
出
し
、
祓
、
倭
、
馬
韓
、
並
び
に
従
っ
て
之
を
堕
す
。
凡
そ
諸

の
貿
易
、
皆
無
を
以
て
貨
と
な
す
。

と
あ
り
、
ま
た
三
国
志
東
夷
伝
、
弁
辰
の
条
に

圏
よ
り
鉄
を
出
し
、
韓
、
薇
、
倭
、
智
従
っ
て
之
を
取
り
、
諸
の
市
買
に
皆

鉄
を
用
う
る
こ
と
、
中
位
の
饅
を
爾
う
る
が
如
し
。
ま
た
以
て
篇
郡
に
供
給

す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
鉄
は
古
く
か
ら
朝
鮮
の
土
産
で
あ
っ
た
の
で
、
朝
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鮮
個
有
の
言
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
は
満
州
一
帯
に
拡

ま
っ
た
と
見
え
、
女
翼
訳
語
で
は
珍
宝
門
に

　
　
下
僚
（
の
窪
ム
珍
）
　
　
鑛

と
あ
り
、
そ
の
後
の
満
州
語
に
も
の
①
δ
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。

　
唐
代
の
突
蕨
碑
文
に
は
鉄
を
感
日
騎
と
言
っ
て
い
る
。
同
僚
の
岩

村
忍
教
授
に
よ
る
と
、
ト
ル
コ
人
は
古
く
か
ら
バ
イ
カ
ル
湖
付
近
の

砂
鉄
か
ら
鉄
を
製
造
し
て
い
た
と
言
う
。
そ
し
て
蘇
欝
騨
な
る
言
葉

は
そ
の
ま
ま
後
世
の
蒙
古
語
と
な
っ
て
残
っ
た
。
欽
定
遼
平
語
解
巻

九
人
名
の
条
に

特
穆
爾
（
一
望
陸
爾
）
蒙
古
語
細
事

と
あ
り
、
元
史
語
解
巻
二
十
三
人
名
に
も
同
様
な
説
明
が
あ
る
。

　
尤
も
蒙
古
語
に
は
外
に
鉄
を
意
味
す
る
げ
9
9
な
る
雷
葉
が
あ
る

そ
う
で
、
U
p
亀
興
の
ω
曽
。
占
罫
書
8
五
七
五
頁
に
よ
る
と
、
之

は
近
代
ペ
ル
シ
ア
語
勺
鑓
鑑
か
ら
来
た
も
の
で
、
そ
れ
が
ト
ル
コ
民

族
を
通
し
て
蒙
古
へ
入
っ
た
か
否
か
は
不
明
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
語
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
熟
獄
q
げ
と
同
じ
言
葉
で
西
方
に
広
く
逓

用
し
た
語
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
見
る
と
北
方
民
族
に
対
し
て
、
中
国
藷
の
…
鉄
と
い
う
語
が

直
接
受
容
さ
れ
た
形
　
が
な
く
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
彼
等
が
中
国

の
鉄
を
殆
ん
ど
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後
に
宋
代
以
後
、
中
国
の
鉄
が
広
く
北
方
に

流
入
し
て
も
、
既
に
彼
等
の
闘
に
自
身
の
言
葉
が
成
立
し
て
い
た
の

で
、
中
国
の
…
鉄
な
ろ
言
葉
が
新
た
に
受
容
さ
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
宋
以
後
の
鉄

然
る
に
こ
の
形
勢
は
、
唐
末
頃
か
ら
大
き
な
変
化
を
見
せ
て
く
る
。

唐
律
疏
議
に

　
　
　

金
銀
鐡
は
並
び
に
西
辺
北
辺
の
諸
関
を
譲
り
、
及
び
諸
弼
に
至
り
て
興
毒
す

る
を
得
ざ
れ
。

と
あ
り
、
少
く
も
開
元
頃
か
ら
、
中
国
の
鉄
が
西
方
北
方
へ
流
出
す

る
こ
と
を
明
文
で
禁
止
す
る
措
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然

る
に
事
実
は
中
国
鉄
が
国
境
を
越
え
て
流
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
恐

ら
く
唐
宋
の
頃
の
状
態
で
あ
ろ
う
が

H
σ
質
Φ
甲
司
Φ
誌
①
は
↓
o
σ
q
§
σ
q
o
広
N
の
町
な
る
勺
9
5
置
影
嶺
理
に
て
、
支
那
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
材
料
と
し
て
造
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
器
呉
に
つ
い
て
記
述
す
。

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
南
海
方
面
に
つ
い
て
乱
書
え
る

の
で
、
九
世
紀
後
半
の
人
な
る
H
σ
瓢
囚
｝
蚕
暁
創
節
α
げ
び
9
げ
は
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那の銘1ξ｛こつ降、てく’畠頷繕）

チ
ャ
ソ
バ
か
ら
百
フ
ァ
ル
サ
ン
グ
に
て
支
那
の
最
初
の
港
な
る
巴
1
≦
効
寓
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
着
く
。
そ
こ
に
は
優
秀
な
支
那
の
鉄
、
陶
器
、
米
な
ど
が
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
。

　
中
国
の
…
鉄
工
業
が
再
び
生
気
を
取
戻
し
た
原
因
は
、
黒
塗
の
頃
か

ら
燃
料
革
命
と
も
言
う
べ
き
、
石
炭
利
用
が
普
及
化
し
、
そ
れ
が
製

鉄
に
ま
で
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
高
度
の
熱
の
発
生

と
そ
の
操
作
の
成
功
こ
そ
、
宋
代
の
文
化
を
発
達
さ
せ
、
世
界
に
お

け
る
極
東
の
優
位
を
樹
立
さ
せ
た
地
盤
ぞ
あ
っ
た
。
か
く
て
石
炭
と

鉄
と
を
併
せ
有
す
る
山
酉
省
の
製
鉄
事
業
が
世
界
史
に
関
連
を
有
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
既
に
杜
甫
の
戯
題
王
宰
画
山
水
圏
歌
に

焉
得
影
像
侠
繭
反
刀
　
　
焉
ん
ぞ
井
州
の
快
前
刀
刀
を
得
て

蒋
坂
呉
瀬
半
着
水
　
　
呉
…
舩
の
半
群
の
水
を
舅
取
せ
ん

と
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
鋏
は
小
物
で
あ
る
が
、
こ
の
後
は
河
北
に
代
っ

て
井
州
が
製
鉄
刃
物
業
の
中
心
と
な
っ
た
。
五
代
に
お
い
て
後
背
、

後
晋
、
後
漢
の
一
二
代
が
丼
州
（
晋
陽
）
を
根
拠
と
し
て
蝿
…
起
し
た
こ

と
は
、
そ
の
背
後
に
製
鉄
業
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
舛
州
の
北
、
雲
州
大
同
付
近
に
も
鉄
と
石
炭
と
を
併
せ
産
す
る
。

こ
こ
を
領
有
し
た
遼
、
及
び
之
に
続
く
蒙
古
の
西
方
へ
の
発
展
、
蒙

古
族
に
圧
迫
を
受
け
た
ト
ル
コ
族
の
西
遷
と
い
う
一
連
の
歴
奥
事
実

は
、
東
方
よ
り
す
る
鉄
製
の
武
器
の
優
位
を
物
心
順
る
屯
の
と
言
っ
て

よ
い
。

　
ア
ジ
ア
大
陸
内
地
に
お
け
る
、
支
那
の
鉄
の
意
義
は
私
が
既
に

「
東
方
学
」
第
十
三
輯
「
宋
代
に
お
け
る
石
炭
と
鉄
」
に
お
い
て
大

略
を
述
べ
た
か
ら
、
こ
こ
に
再
び
繰
返
す
の
を
避
け
る
。
支
那
鉄
の

西
方
へ
の
発
展
は
南
海
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
此
に
改
め
て

指
摘
し
よ
う
。

　
元
の
注
大
淵
の
野
鼠
誌
略
は
元
末
至
正
年
闇
〇
三
四
一
i
ご
二
六

七
年
）
に
成
る
所
で
あ
る
が
、
南
海
地
方
の
各
地
に
つ
い
て
、
殆
ん

ど
凡
て
に
亘
り
地
産
と
貿
易
之
貨
な
る
・
も
の
を
掲
げ
て
い
る
。
地
産

は
該
地
の
産
物
で
あ
る
が
蔽
い
か
え
れ
ば
輸
出
品
を
示
す
も
の
な
る

は
明
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
書
の
所
謂
貿
易
の
貨
に
は
、
鉄
材

若
し
く
は
鉄
製
品
が
殆
ん
ど
毎
条
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
い
ま
、

各
軽
種
毎
に
そ
の
輸
入
さ
れ
る
国
名
地
名
を
一
覧
表
に
作
成
す
る
と

次
頁
の
よ
う
に
な
る
。

　
さ
て
島
夷
誌
略
に
は
藤
田
豊
八
博
士
の
校
注
本
が
あ
る
が
、
ま
だ

十
分
に
研
究
し
尽
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
最
名
も
地
名
竜
曖
昧
な
点

が
あ
る
。
品
鼠
に
つ
い
て
欝
え
ば
、
鉄
鼎
と
鉄
鍋
と
は
同
一
か
竜
知

れ
な
い
。
鉄
筆
は
鉄
棒
、
鉄
淺
は
針
金
で
あ
る
が
、
但
し
中
国
の
針
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斑
　
　
卒

大
八
丹

万
年
港

金
は
ず
っ
と
後
世
ま
で
殆
ん
ど
鋳
鉄
に
近
い
硬
直
な
も
の
が
用
い
ら

れ
て
い
た
か
ら
、
現
今
の
針
金
の
よ
う
に
弾
力
性
の
あ
る
錬
鉄
で
は

な
が
っ
た
で
あ
ろ
う
α

　
地
名
に
つ
い
て
の
一
々
の
考
証
は
今
の
私
の
手
に
余
る
が
、
そ
の

西
方
の
極
…
限
を
考
え
て
見
る
と
天
堂
と
は
普
通
に
は
ア
ラ
ビ
ア
の
メ

ッ
カ
、
波
斯
離
は
ペ
ル
シ
ア
湾
頭
の
バ
ス
ラ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
右
に
掲
げ
た
鉄
材
鉄
製
品
は
、
実
は
中
国
産
で
あ
っ
た
ろ
う

と
の
想
像
が
つ
く
。
何
と
な
れ
ば
当
時
の
西
方
地
理
学
者
が
こ
れ
を

証
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
先
ず
国
α
雲
助
（
一
一
六
六
年
笈
）
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
海
港
ア
デ

ン
に
つ
い
て

ア
デ
ジ
の
町
は
小
さ
い
が
そ
の
港
は
印
度
や
支
那
へ
行
く
船
が
寄
港
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
膚
名
で
あ
る
。
殊
に
支
那
か
ら
は
鉄
や
刃
物
が
輸
入
さ
れ
る
。

と
あ
り
、
ま
た
U
冨
器
げ
鉱
（
＝
二
二
七
残
）
の
世
界
誌
に
は

鉄
な
る
も
の
は
、
そ
の
鉱
脈
の
存
在
す
る
国
の
異
な
る
に
従
っ
て
、
そ
の
堅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
強
さ
が
異
な
る
。
而
し
て
最
良
の
鉄
は
二
重
の
鉄
で
あ
る
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
宋
元
時
代
に
お
け
る
中
国
の
鉄
は
南
海
を

経
て
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
至
る
ま
で
、
至
る
所
の
国
々
に
於
て
使
用
さ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
之
を
中
国
か
ら
言
え
ば
、
鉄
は
既

に
重
要
な
輸
出
商
品
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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那の鉄について（宮麟う

五
　
結
　
　
語

　
私
は
先
に
一
二
国
魏
以
後
、
中
国
に
鉄
が
不
足
し
た
こ
と
を
推
測
す

る
た
め
に
、
刑
具
が
鉄
製
か
ら
木
製
に
変
つ
だ
事
実
を
捉
え
た
。
同

じ
よ
う
に
宋
代
以
〃
後
中
国
の
製
鉄
業
が
隆
盛
と
な
っ
た
一
つ
の
証
拠

と
し
て
錨
の
変
遷
を
挙
げ
て
見
よ
う
。

　
錨
は
欝
て
日
本
で
海
軍
を
象
徴
し
た
よ
う
に
、
航
海
に
最
・
も
必
要

な
器
具
ぞ
あ
る
。
一
寸
考
え
る
と
、
船
は
走
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
走
る
と
同
時
に
静
止
す
る
こ
と
も
必
要
な

の
で
あ
る
。
静
止
し
て
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
荷
物

の
積
み
卸
し
が
で
き
な
い
。
現
在
の
飛
行
機
の
機
能
の
最
大
の
欠
陥

は
空
中
ぞ
静
止
し
て
い
る
こ
と
が
出
来
な
い
点
に
あ
る
。
こ
の
船
を

停
止
さ
せ
る
役
目
を
二
っ
て
い
る
の
が
外
な
ら
ぬ
錨
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
ぞ
「
イ
カ
リ
」
は
、
古
く
は
石
で
造
っ
た
こ
と
は
、
文
字
の
碇

が
示
す
通
り
で
あ
る
。
和
名
抄
に
、
四
声
字
苑
な
る
書
を
引
い
て
、

海
中
以
石
駐
舟
田
碇

と
説
明
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
書
は
塾
代
、
若
し
く
は
唐
以
前

の
書
ぞ
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
鉄
製
に
変
っ
た
の
は
恐
ら
く
譜
代
の
こ
と
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
南
宋
の
趙
汝
遣
の
諸
幕
志
巻
下
三
物
、
珊
瑚
樹
の

条
に殴

艦
耶
国
の
土
入
は
、
綜
縄
を
以
て
五
爪
の
鉄
錨
児
を
繋
ぎ
、
鳥
鉛
を
用
い

て
墜
と
な
し
、
海
中
に
拗
擁
し
て
そ
の
根
を
発
し
、
索
を
以
て
舟
上
に
繋
ぎ
、

勢
車
も
て
搭
起
す
。
常
に
有
る
こ
と
能
わ
ず
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
言
う
五
二
の
鉄
錨
児
な
る
も
の
は
小
さ
な
錨
で
、

そ
れ
を
多
数
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
・
も
の
に
鉛
の
重
り
を
つ
け
て
海
に
沈

め
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
小
さ
な
鉄
錨
の
実
物
の
形
は
、
北
宋

の
曾
公
亮
等
撰
す
る
所
の
武
経
総
要
前
集
巻
十
に
見
え
て
い
る
（
尤

も
用
途
は
異
る
）
。
　
も
・
り
少
し
大
形
の
も
の
は
、
同
書
巻
十
二
に
見
え

て
お
り
、
こ
れ
に
は
飛
鈎
と
い
う
名
が
つ
い
て
い
る
。

　
こ
の
鉄
錨
が
同
時
に
船
の
錨
と
し
て
用
い
ら
れ
た
に
違
い
な
い
こ

と
は
、
元
初
の
周
密
の
癸
辛
雑
魚
続
集
上
、
海
凱
の
条
に
次
の
よ
う

な
記
事
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
曰
く

李
醗
伯
歎
う
。
嘗
て
詞
華
万
戸
（
疏
）
に
従
っ
て
海
に
入
り
、
張
家
運
よ
り

塩
城
に
至
る
、
凡
そ
全
八
沙
あ
り
（
中
略
）
。
　
海
舟
の
鉄
猫
の
大
な
る
者
は

重
さ
数
百
斤
、
嘗
て
舟
あ
り
風
に
遇
い
下
書
す
。
冷
し
て
風
怒
る
こ
と
甚
し

く
、
鉄
猫
の
四
爪
皆
折
れ
、
舟
も
亦
随
っ
て
敗
れ
た
り
。

夏
に
下
っ
て
明
代
に
至
れ
ば
、
聖
慮
星
の
天
工
開
物
巻
中
、
錨
の
条
に
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凡
そ
舟
行
し
て
風
に
遇
い
泊
し
難
き
と
き
は
、
全
身
、
命
を
錨
に
暑
く
。
戦

　
蔽
。
海
門
に
は
重
さ
千
鈎
な
る
者
あ
り
。
三
法
は
、
先
ず
四
爪
を
成
し
、
次

　
を
以
て
節
を
逐
い
身
に
接
す
（
中
略
）
。
　
蓋
し
纏
錘
の
中
、
毒
物
は
其
の
最

も
臣
な
る
渚
な
り
。

と
あ
っ
て
、
宋
代
に
数
百
斤
で
あ
っ
た
錨
が
、
明
代
に
な
る
と
千
鈎

（一

�
恚
ﾒ
）
の
重
さ
に
な
っ
て
い
る
。
鍛
造
晶
と
し
て
は
当
時
こ
れ
ほ

ど
巨
大
な
も
の
は
外
に
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
工
開
物
の

図
を
見
る
と
、
至
嘱
の
一
本
の
爪
が
凡
そ
人
聞
の
身
長
ほ
ど
あ
る
よ

う
に
薔
い
て
あ
る
。
而
も
一
船
に
数
個
を
用
い
る
と
い
う
か
ら
、
こ

れ
は
莫
大
な
鉄
の
消
費
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
様
に
重
い
錨
を

船
が
携
行
ず
る
の
は
如
何
に
錨
が
重
要
で
あ
る
か
を
示
す
と
共
に
、

ま
た
鉄
産
の
豊
富
が
か
か
る
巨
大
な
錨
の
製
造
を
可
能
に
し
た
と
も

書
え
る
。

　
中
国
の
…
鉄
器
の
南
海
方
面
へ
の
輸
出
は
、
明
清
を
通
じ
て
盛
大
に

行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
殊
に
広
東
佛
…
山
添
の
鉄
鍋
は
そ
の
名
声
を

　
　
　
　
　
　
⑨

内
外
に
轟
か
せ
た
。
そ
し
て
ヨ
；
ロ
ッ
パ
の
産
業
革
命
の
文
化
が
東

漸
す
る
ま
ぞ
南
海
は
中
国
の
鉄
製
晶
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
漢
代
の
鉄
官
の
所
在
。
宇
都
宮
清
吉
、
漢
代
社
会
経
済
史
研
究
＝
…
二

　
頁
、
漢
書
地
理
志
に
よ
ゐ
嵐
鉄
宮
の
分
謝
図
参
照
。

②
　
漢
の
鉄
と
侮
」
双
と
の
㎞
閨
係
に
つ
い
て
。
江
上
波
夫
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
古
代

　
北
方
交
響
。
十
　
、
馬
驚
関
と
旬
奴
の
鉄
器
文
化
、
参
照
。

③
大
戦
圏
の
鉄
に
つ
い
て
。
史
砂
摺
宛
伝
に
、
自
大
宛
以
西
、
至
安
野
岡
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
難
頗
異
欝
、
然
大
雪
俗
（
中
略
）
、
　
不
知
鋳
銭
器
、
及
漢
使
亡
二
丁
、
数

　
錆
作
他
兵
器
、
と
あ
り
、
銭
器
と
は
縫
器
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
条
に

　
徐
広
の
註
が
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
多
作
銭
字
、
又
或
作
鉄
案

　
と
あ
っ
て
、
も
し
こ
れ
が
鉄
掌
で
あ
る
と
す
る
と
意
味
が
大
い
に
変
っ
て

　
き
て
、
大
宛
か
ら
安
息
圏
境
に
董
る
現
今
の
西
ト
ル
．
キ
ス
タ
ン
地
方
に
は
、

　
当
寺
ま
で
鉄
器
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
但
し
こ
の
事
が

　
若
し
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
故
に
中
国
人
の
鉄
に
関
す
る
知
識

　
と
技
術
と
が
、
全
く
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
先
進
国
と
異
っ
た
独
立
の
起
原
を
も

　
つ
も
の
だ
と
は
速
断
で
き
な
い
。
文
化
の
伝
播
は
途
中
を
と
び
こ
え
る
こ

　
と
が
、
い
く
ら
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

④
　
魏
轡
の
枷
に
関
す
る
記
事
。
二
二
志
に
云
う
、
時
法
官
及
州
郡
県
、
不
能

　
蔓
紫
折
獄
、
乃
為
重
棚
、
大
鋸
娚
、
復
以
蒔
石
、
懸
於
購
頸
、
傷
心
至
膏
、
又

　
占
う
、
造
大
枷
長
一
丈
三
尺
、
上
下
長
一
丈
、
逓
頬
木
、
各
方
五
寸
云
々
、

⑤
H
9
①
賢
名
興
α
①
の
記
審
は
、
○
母
謎
α
①
＜
碧
艮
脚
い
①
の
℃
○
じ
ω
①
¢
窃

　
創
①
一
”
H
ω
冨
ヨ
．
嵩
℃
．
Q
Q
津
よ
り
引
用
し
た
。

⑥
謬
⇒
囚
び
霞
α
践
菖
①
び
の
詑
審
は
、
畷
鉱
Φ
や
O
o
a
δ
ご
0
舞
審
丁
丁
p
傷

　
匪
Φ
窯
§
◎
団
｝
ぼ
夢
Φ
巳
い
℃
．
一
ω
㎝
よ
り
引
期
し
た
。

⑦
約
α
瓢
獣
の
詫
事
は
匹
騨
げ
き
幽
閃
o
o
障
賦
｝
ご
○
冨
∬
『
午
丙
§
や
ω

　
質
9
①
よ
り
引
用
し
た
。

③
　
U
一
ヨ
δ
ロ
ρ
三
の
記
事
は
O
渋
墨
タ
σ
α
Φ
＜
節
痛
切
い
ピ
①
ω
℃
①
昌
ω
①
自
邑
ω
α
Φ

一、

g
ω
冨
匿
H
い
や
ω
①
o
よ
り
引
用
し
た
。

⑨
　
広
東
仏
由
鎮
の
鉄
鍋
に
つ
い
て
。
東
洋
史
研
究
第
十
二
巻
第
二
号
、
笹

　
本
重
既
、
広
東
の
鉄
鍋
に
つ
い
て
、
参
照
。
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丁目eIrG識Ma撒fac綴ri雛g　ih　Chiga

　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Ich孟sada　Miyazak玉

　　In　the　world　history　before　the　industrial　revelution，　tlie　iron

ikantifacturing　in　China　was　of　worlcl－wide　iinportance．　The　iron－

wares　were　eXtensively　usecl　s圭1｝ce　the　age　of　C1ユa！i：kuo（戦圏時代

or　Warring　Kingdoms）　and　culminateCi　in　the　Han　（lyna’sty．　Chi－

nese　iron　was　sold　as　far　as　Rome．　lt　was　accomplished　by　iron

weapons　that　the　ffaR　dynasty　could　attack　and　expel　tke　enemy

耳uns　to　the　west．　After宅he　age　of　the　Three　Kingdo魏s（ヨi無

時代），there　was　lack　of　i1’01！in　Ch沁a；even伍e　implements　of

pubishinent，　however，　sttch　as　cac　ngues　and　fettets，　formerly　’iron－

made，　were　replaeed　with　wooden　ones．　ln　that　langucftge　of　the

northern　tribes　wliich　appeared　to　be　establlshed　in　this　perlod，

there　was！10　evidence　that漁e　Ch漉se　word　t‘ieh（鉄iron）was

directly　introduced．

　　The　revolution　which　deserved　the　name　of　the　feul　revolution，

however，　broke　ot！t　from　the　end　of　T’ang（唐）to　the　begi！ming　of

．Sung　dynasty　；　by　mass　prodttction　in　the　iron　manufacturing　re一

哉lized　by　us三才g　coa玉，　the　Far　Eεしst　civi玉izatio貧had　the　advantage

over　the　world，　such　as　the　Mongolian　conquest　by　using　Chinese

iron　and　the　consequent　westward　moveiacLent　of　Turl〈s．　ln　the

Soath　Seas，　Chinese　iron　became　one　of　the　most　importaltt　mer－

ckandise　and　was　exported　as　far　as　the　Arabian　Peninsu！a．

Karma　Creed　in　the獄u　Chao（六朝）Era

　　　　　a簸dSgi　T’ang　（階唐）　】［）ynasties

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Hiroshi　Ya丘［azaki

　　Comparin．a　the　1〈arina　creed　o’f　Chinese　origin　in　the　Liu　chao

（六朝）era　and　Su量T’ang（購麿）dynasties　with　the　BudShist　ori。

gin　from　the　view－poiRt　of　the　cultural　contact，　we　are　to　inves－

tigate　how　the　change　ancl　feature　ef　that　creed　of　Chinese　ori一

£in　were．　The　con乞e批s　of　this　essay　are　as．follows：

　　Chapter　1．　（introduction）　dedicated　to　especially　explain　doc一’

　　　　　　　　　　　　trines　based　on　tlie　kariina　creed．

　　Chapter　2．　about　the　Chinese　traditional　merais　and　the　Bud－

　　　　　　　　　　　　ehist　preceptS　as　the　sitandard　of　judging　good　or

　　　　　　　　　　　　evil　in　the　karma　creed．　ln　tke　｝〈arma　stories　there
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