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一

　

本
書
書
名
の
「
術
」
と
い
う
言
葉
に
は
戸
惑
い
を
覚
え
る
読
者
も
お

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
忍
術
・
魔
術
・
妖
術
に
、
火
遁
の
術
・
水
遁

の
術
。
人
知
を
こ
え
る
不
思
議
な
わ
ざ
お
ぎ
。

　

現
在
の
私
た
ち
の
日
常
に
お
い
て
、
も
し
「
術
を
使
う
」
人
物
が
い

た
と
す
る
と
、
そ
の
人
自
体
を
う
さ
ん
く
さ
い
怪
し
げ
な
人
物
と
し
て

見
て
し
ま
う
し
、
今
日
、
日
常
的
了
解
と
し
て
は
、「
術
」
と
い
う
こ

と
ば
に
は
そ
う
い
っ
た
怪
し
げ
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
が
か
ら
み
つ

い
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
書
『
術
の
思
想
―
―
医
・
長
生
・
呪
・
交
霊
・
風
水
』
は
、

そ
う
し
た
人
知
を
越
え
る
「
術
」
の
諸
相
を
、
そ
も
そ
も
の
原
点
を
め

ぐ
っ
て
論
ず
る
論
文
集
で
あ
る
。

　

中
国
学
術
史
に
は
、「
術
数
」
と
分
類
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
学
問
領

歴
史
的
研
究
が
織
り
な
す
「
術
」
の
パ
ノ
ラ
マ
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域
が
あ
っ
た
。
こ
の
領
域
に
は
、
呪
術
以
外
に
は
理
解
し
よ
う
の
な
い

さ
ま
ざ
ま
な
「
術
」
の
技
法
（
そ
れ
は
と
き
に
呪
術
信
仰
に
塗
り
た
く
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
）
か
ら
、
今
日
か
ら
見
て
も
非
常
に
合
理
的
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
数
「
術
」
ま
で
、
ま
る
で
ご
っ
た
煮
の
鍋
の
よ
う
に
、

さ
ま
ざ
ま
多
様
な
問
題
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

　

本
書
は
そ
う
し
た
多
面
的
相
貌
を
そ
な
え
る
「
術
数
」
の
世
界
を
、

正
面
か
ら
取
り
あ
げ
て
探
求
を
進
め
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く

る
思
想
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
研
究
書
で
あ
る
。

　

ま
た
本
書
は
、
編
者
三
浦
國
雄
先
生
の
古
稀
を
記
念
し
て
企
画
さ
れ

た
も
の
で
、
三
浦
門
下
生
が
二
十
余
年
も
の
長
い
間
、
先
生
の
も
と
で

『
雲
笈
七
籤
』（
全
道
教
経
典
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
）
の
会
読
を
続
け
て
き

た
成
果
で
あ
る
。
本
書
の
計
九
本
の
論
考
は
、
各
自
が
そ
の
間
に
積
み

あ
げ
て
き
た
研
究
の
成
果
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
浦
國
雄
編

術
の
思
想

　

―
―
医
・
長
生
・
呪
・
交
霊
・
風
水 
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そ
し
て
怪
し
げ
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
が
か
ら
み
つ
い
て
い
る

「
術
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
編
者
が
総
説
に
お
い
て
あ
ら
た
め

て
分
析
的
に
、
か
つ
定
義
的
に
詳
述
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本

書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
「
術
」
と
は
、『
漢
書
』
芸
文
志
の
「
数
術
略
」

（
星
占
書
・
暦
・
算
術
書
・
五
行
占
書
・
亀
卜
占
書
・
夢
占
書
・
家
相
人
相
書

な
ど
）
以
降
、
清
朝
の
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
「
術
数
類
」（
象
数

学
・
雲
気
占
・
風
水
・
亀
卜
・
易
占
・
四
柱
推
命
・
人
相
・
手
相
・
陰
陽
五
行
占
・

夢
占
・
文
字
占
な
ど
）
に
至
る
ま
で
の
伝
統
的
な
術
数
に
く
わ
え
、
長
生

術
や
交
霊
術
と
い
っ
た
呪
術
を
も
視
野
に
入
れ
た
、
ゆ
る
や
か
な
見
地

に
立
っ
た
「
術
」
観
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　

本
書
に
収
録
さ
れ
る
九
本
の
論
考
は
、
道
教
経
典
・
敦
煌
文
書
を
は

じ
め
、仏
教
・
民
俗
・
人
類
学
に
ま
た
が
る
様
々
な
文
献
資
料
を
操
作
し
、

精
緻
な
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
を
基
盤
に
す
え
つ
つ
、
歴
史
的
研
究
と

い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
じ
、
人
間
の
精
神
世
界
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
研
究
の
成
果
は
、「
あ
と
が
き
」

に
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
・

思
想
が
高
踏
的
な
「
道
」（
哲
学
・
倫
理
学
）、
計
量
的
な
「
技
」（
実
学
）、

そ
し
て
「
術
」（
占
術
・
呪
術
）
と
い
う
重
層
的
構
造
を
形
成
し
て
い
る

こ
と
を
明
確
に
し
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と

い
え
ば
、
高
踏
的
「
道
」
や
計
量
的
「
技
」
の
水
源
が
、
む
し
ろ
計
量

思
考
で
は
と
ら
え
が
た
い
「
術
」
に
こ
そ
あ
る
可
能
性
を
も
ほ
の
め
か

す
に
至
っ
て
い
る
。

　

近
代
以
降
、
怪
し
げ
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
雰
囲
気
が
か
ら
み
つ
く
通
俗

性
・
呪
術
性
の
ゆ
え
、
研
究
対
象
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
き
た
「
術
数
」
と

い
う
分
野
が
、
本
書
で
は
真
摯
な
歴
史
的
研
究
と
し
て
取
り
く
ま
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
堂
々
た
る
学
問
分
野
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
は
ま
こ
と
に
頭
の
さ
が
る
思
い
が
す
る
。

　

読
者
は
、
本
書
を
読
み
す
す
め
て
い
く
う
ち
に
、「
術
」
と
い
う
言

葉
が
放
つ
や
や
雑
音
的
で
怪
し
げ
な
響
き
も
や
が
て
合
理
的
な
和
音
和

声
に
転
化
し
、
そ
の
結
果
、
広
く
深
い
「
知
」
の
水
源
に
た
ど
り
つ
け

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

二

　

以
下
に
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
、
各
論
の
概
要
を
簡
略
に
示
し
て

お
き
た
い
。
な
お
、
編
者
の
「
総
説
」
に
は
、
各
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
注

目
す
べ
き
問
題
を
中
心
に
概
要
が
纏
め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
読
者
に
も

読
み
や
す
い
よ
う
に
道
案
内
を
し
て
く
れ
て
い
る
。
是
非
、
参
考
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

三
浦
國
雄　

総
説

　
　

加
藤
千
恵　

相
い
雑ま

じ

わ
る
こ
と
錦
の
ご
と
し
―
―
「
術
」
の
五
行

　
　

三
鬼
丈
知　

火
極
ま
れ
ば
水
に
似
る
―
―
『
素
問
玄
機
原
病
式
』



『東方』400 号（2014 年 7 月）　　32

　
　
　
　
　
　
　

と
運
気
論
医
学

　
　

垣
内
智
之　

星
の
光
を
呑
む
―
―
存
思
に
よ
る
昇
仙

　
　

池
平
紀
子		
龍
王
の
印
も
て
万
鬼
を
降
伏
す
―
―
道
教
と
仏
教
の

　
　
　
　
　
　
　

法
印

　
　

白
井
順　
　

安
産
に
は
地
を
借
る
―
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
出
産

　
　
　
　
　
　
　

呪
術

　
　

秋
岡
英
行		

術
を
以
て
術
を
伝
う
―
―
陸
西
星
『
三
蔵
真
詮
』
に

　
　
　
　
　
　
　

お
け
る
扶フ

ー
チ
ー乩

　
　

緒
方
賢
一　

孔
子
台
湾
に
降
臨
せ
り
―
―
『
儒
門
科
範
』
を
読
む

　
　

宮
崎
順
子　

方
位
は
幸
せ
を
運
ぶ
―
―
神
々
の
い
る
風
水
術

　
　

野
崎
充
彦　

風
水
マ
ス
タ
ー
を
通
じ
て
み
る
韓
国
風
水
の
特
質
―

　
　
　
　
　
　
　

―
金
枓
圭
氏
を
中
心
に

　

加
藤
千
恵「
相
い
雑ま

じ

わ
る
こ
と
錦
の
ご
と
し
―
―「
術
」の
五
行
」は
、

中
国
の
伝
統
的
自
然
哲
学
を
さ
さ
え
る
陰
陽
五
行
説
、
と
り
わ
け
五
行

説
に
か
か
わ
る
諸
理
論
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
観
念
体
系
を
探
る
論
文
で

あ
る
。
相
生
説
と
相
剋
説
で
代
表
さ
れ
る
五
行
説
は
、
や
が
て
干
支
暦

に
結
び
つ
き
、
三
合
説
・
干
合
説
・
休
王
説
と
い
っ
た
、
五
行
と
干
支

の
配
合
に
よ
る
生
・
盛
・
死
の
循
環
原
理
の
発
見
、
そ
れ
に
も
と
づ
く

十
干
十
二
支
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
複
合
的
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
、
五
行
の
展
開
相
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。

　

三
鬼
丈
知
「
火
極
ま
れ
ば
水
に
似
る
―
―
『
素
問
玄
機
原
病
式
』
と

運
気
論
医
学
」
は
、
金
代
の
医
家
劉
完
素
の
『
素
問
玄
機
原
病
式
』
を

取
り
あ
げ
、
五
運
六
気
学
説
を
検
討
し
、
医
学
に
お
け
る
運
気
論
の
自

然
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。と
り
わ
け
運
気
論
の
根
幹
を
支
え
る「
亢

害
承
制
」
の
理
論
的
分
析
は
興
味
深
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
五
行
間

の
単
純
な
関
係
の
平
面
を
逸
脱
し
た
気
が
過
剰
に
な
っ
て
気
を
抑
制
し

て
平
衡
を
保
と
う
と
す
る
は
た
ら
き
は
、
運
気
論
で
は
天
地
自
然
の
構

造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
」
と
指
摘
さ
れ
、
五
行
の
力
学
的

関
係
が
立
体
的
・
三
次
元
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

垣
内
智
之
「
星
の
光
を
呑
む
―
―
存
思
に
よ
る
昇
仙
」
は
、
道
教
の

瞑
想
法
「
存
思
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。「
存
思
」
と
は
、
対
象
を

思
い
え
が
く
こ
と
に
よ
り
、
対
象
の
パ
ワ
ー
を
我
が
身
に
取
り
こ
む
瞑

想
法
で
あ
る
が
、
と
く
に
著
者
が
注
目
す
る
問
題
は
、「
星
の
存
思
」

に
お
け
る
五
星
中
心
の
世
界
観
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
両
眼
を
日
月
に

見
立
て
、
太
陽
に
は
五
帝
（
青
・
赤
・
白
・
黒
・
黄
）
が
、
月
に
は
五
帝

の
夫
人
が
宿
る
と
考
え
る
「
日
月
」
の
存
思
法
、
そ
し
て
五
星
（
歳
星
・

熒
惑
星
・
鎮
星
・
太
白
星
・
辰
星
）
を
五
臓
に
見
立
て
、
身
体
に
五
星
の

精
を
宿
す
「
五
星
」
の
存
思
法
、
さ
ら
に
五
星
中
心
の
世
界
観
を
下
敷

き
と
し
て
形
成
さ
れ
た
数
種
類
の
「
北
斗
九
星
」
の
存
思
法
と
い
う
、
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日
月
・
五
星
・
北
斗
九
星
の
存
思
法
に
貫
か
れ
る
五
星
中
心
の
世
界
観

を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

池
平
紀
子
「
龍
王
の
印
も
て
万
鬼
を
降
伏
す
―
―
道
教
と
仏
教
の
法

印
」
は
、
古
く
か
ら
呪
術
に
用
い
ら
れ
た
印
章
、「
法
印
」
を
取
り
あ

げ
る
。
法
印
は
、
道
士
が
入
山
す
る
際
、
魑
魅
魍
魎
の
悪
さ
を
退
治
す

る
た
め
に
身
に
つ
け
て
い
た
印
章
で
あ
る
が
、『
抱
朴
子
』
を
は
じ
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
道
教
・
仏
教
文
献
か
ら
具
体
的
な
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

著
者
は
道
教
と
仏
教
の
両
方
面
に
お
け
る
法
印
の
事
例
を
精
査
し
、
素

材
や
印
面
の
文
字
、
書
体
、
文
字
数
な
ど
の
、
法
印
に
受
け
継
が
れ
る

伝
統
的
な
特
徴
お
よ
び
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
皇

帝
の
玉
璽
や
役
人
の
官
印
な
ど
、
本
来
、
印
章
が
も
つ
機
能
は
持
ち
主

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
宗
教

的
な
法
印
の
場
合
、
主
と
し
て
印
面
に
刻
ま
れ
る
神
格
の
名
を
借
り
る

こ
と
に
よ
り
、
神
秘
的
な
威
力
を
仮
に
我
が
身
に
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
よ
う

と
す
る
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
。

　

白
井
順
「
安
産
に
は
地
を
借
る
―
―
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
出
産
呪

術
」
は
、
東
ア
ジ
ア
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
出
産
呪
術
、
な
か
で

も
胞え

な衣
信
仰
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
借
地
法
を
取
り
あ
げ
て
い

る
。
と
く
に
著
者
が
注
目
し
て
い
る
問
題
は
、
呪
術
信
仰
そ
の
も
の
と

い
う
よ
り
も
、産
室
の
設
置
か
ら
胞
衣
の
埋
葬
ま
で
の
流
れ
を
俯
瞰
し
、

胞
衣
の
扱
い
方
に
関
す
る
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と

り
わ
け
、
著
者
は
日
本
や
中
国
と
の
比
較
を
通
じ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
借
地
法
の
文
献
的
流
布
を
見
通
す
壮
大
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
論
考
で
あ
る
。

　

秋
岡
英
行
「
術
を
以
て
術
を
伝
う
―
―
陸
西
星
『
三
蔵
真
詮
』
に
お

け
る
扶フ

ー
チ
ー乩

」は
、明
代
の
陸
西
星
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
扶
乩
の
宗
教
サ
ー

ク
ル
が
ど
の
よ
う
な
宗
教
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
か
、
術
の
伝
授

と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
実
態
を
探
る
。
陸
西
星
ら
の
宗
教
活
動
を
記
録

し
た
『
三
蔵
真
詮
』
に
は
、
扶
乩
に
よ
り
降
臨
し
た
法
祖
呂
洞
賓
を
筆

頭
に
四
七
に
の
ぼ
る
神
々
が
術
や
秘
訣
を
授
け
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ

る
。
天
元
（
天
与
の
丹
薬
）・
地
元
（
飢
え
た
民
を
救
済
す
る
丹
薬
）・
人
元

（
男
女
の
性
的
修
養
に
よ
る
内
丹
）
を
中
心
に
、
風
水
・
薬
方
に
関
す
る
術

が
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
伝
授
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

緒
方
賢
一「
孔
子
台
湾
に
降
臨
せ
り
―
―『
儒
門
科
範
』を
読
む
」は
、

扶
乩
の
儒
教
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
べ
く
、
道
教
の
神
で
は
な
く
、
孔
子
・

孟
子
の
儒
教
神
を
降
ろ
し
て
交
霊
を
行
う
、
扶
乩
の
儒
教
的
展
開
を
窺

わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。『
儒
門
科
範
』
は
、
台
南
の
儒
宗
神
教
の
権
威

と
さ
れ
る
楊
明
機
が
飛ひ

ら
ん鸞

（
扶
乩
と
同
じ
）
儀
礼
を
詳
述
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
構
成
は
天
・
地
・
人
の
三
部
に
よ
っ
て
な
る
。
具
体
的

に
は
、
孔
子
廟
に
お
け
る
位
牌
の
配
置
図
、
祭
礼
・
祭
祀
の
式
次
第
、

祝
文
・
祭
文
、
天
界
へ
の
報
告
に
用
い
る
「
疏
文
」、
亡
者
の
魂
を
救

済
し
て
天
界
へ
昇
る
た
め
の
パ
ス
ポ
ー
ト
（
牒
）
を
得
る
た
め
の
「
牒
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文
」、そ
し
て
戒
め
の
「
銘
」、神
の
お
告
げ
の
「
宝
誥
」、さ
ら
に
は
儒
・

道
・
仏
の
偉
人
た
ち
の
コ
メ
ン
ト
、
霊
魂
を
招
く
方
法
を
記
し
た
「
引

魂
科
」
な
ど
、
飛
鸞
儀
礼
に
関
す
る
詳
細
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者

は
結
論
と
し
て
、『
儒
門
科
範
』
は
飛
鸞
儀
式
の
た
め
の
儒
宗
神
教
の

マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
指
摘
し
、
飛
鸞
儀
礼
の
儒
教
的

受
容
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
論
考
で
あ
る
。

　

宮
崎
順
子
「
方
位
は
幸
せ
を
運
ぶ
―
―
神
々
の
い
る
風
水
術
」
は
、

風
水
の
技
法
お
よ
び
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

周
代
に
は
じ
ま
っ
た
と
す
る
風
水
は
、
一
言
で
風
水
と
い
っ
て
も
、
非

常
に
多
様
な
風
水
技
法
が
考
案
さ
れ
て
い
た
。
唐
代
に
は
一
通
り
技
法

の
枠
組
み
が
出
そ
ろ
い
、
た
と
え
ば
、
敦
煌
文
献
に
は
避
忌
や
魔
除

け
、
方
角
、
式
盤
、
地
形
、
亀
卜
占
、
形
勢
、
易
占
な
ど
に
よ
る
、
計

十
種
の
風
水
術
が
見
ら
れ
る
。
風
水
に
は
二
大
流
派
が
存
在
す
る
と
さ

れ
、
一
つ
は
土
地
の
形
勢
を
観
察
し
、
良
地
を
選
択
す
る
形
派
と
、
も

う
一
つ
は
陰
陽
五
行
術
に
よ
っ
て
方
位
の
吉
凶
を
判
断
す
る
理
気
派
で

あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
形
派
と
理
気
派
の
ほ
か
に
も
、
神
々
の
存
在

に
よ
っ
て
方
位
の
吉
凶
を
判
定
す
る
、
も
う
一
つ
の
風
水
術
が
存
在
し

て
い
た
と
指
摘
し
、今
後
の
風
水
研
究
に
新
た
な
地
平
を
開
い
て
い
る
。

　

野
崎
充
彦
「
風
水
マ
ス
タ
ー
を
通
じ
て
み
る
韓
国
風
水
の
特
質
―
―

金
枓
圭
氏
を
中
心
に
」
は
、
韓
国
に
お
け
る
風
水
学
の
研
究
動
向
を
紹

介
し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
、
韓
国
の
風
水
史

に
つ
い
て
「
王
朝
の
交
代
や
遷
都
論
の
よ
う
な
国
家
的
・
社
会
的
に
反

響
の
大
き
い
事
業
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
」
と
述
べ
、

各
時
代
に
は
「
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
風
水
思
想
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
存
在
し
た
」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
実
践

性
が
強
調
さ
れ
る
韓
国
風
水
学
の
伝
統
は
、
今
も
な
お
現
代
韓
国
社
会

に
も
息
づ
い
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
注
目
す
べ
き
「
風
水
マ
ス
タ
ー
」

と
し
て
、
金き

ん
と
う
け
い

枓
圭
と
崔さ

い
し
ょ
う
そ

昌
祚
の
両
氏
の
風
水
学
を
詳
し
く
紹
介
し
、
韓

国
風
水
学
に
は
理
想
主
義
的
、
か
つ
復
古
主
義
的
な
傾
向
が
強
く
み
ら

れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
し
ん
・
ひ
ょ
ん	　

大
阪
大
学
）
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