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二
〇
九

学
は
理
を
窮
む
る
よ
り
要
な
る
は
な
し
。
理
窮
ま
れ
ば

則

ち
明
を
生
じ
、
明

り

き
わ

す
な
わ

め
い

な
れ
ば
則
ち
守
固
く
し
て
、
量
宏
し
。
守
固
け
れ
ば
、
則
ち
坎
壈
不
遇
、
挫
辱
顛
倒
、

し
ゆ

ひ
ろ

か
ん
ら
ん

ふ

ぐ

う

さ
じ
よ
く
て
ん
と
う

一
切
の
困
苦
の
境
も
、
こ
れ
が
沮
抑
と
為
す
能
わ
ざ
る
な
り
。
量
宏
け
れ
ば
、
則
ち

な

あ
た

鄙
猥
瑣
屑
、
米
鹽
蔬
菜
、
一
切
の
厭
う
べ
き
の
務
め
も
、
こ
れ
が
病

累
と
為
る
能
わ
ざ

ひ

わ

い

さ

せ

つ

べ

い

え

ん

そ

さ

い

い
と

び
よ
う
る
い

る
な
り
。
吾
の
流

品
、
こ
こ
に
於
て
か
定
ま
る
。
吾
の
才
力
気
魄
、
こ
こ
に
於
て
か

り
ゆ
う
ひ
ん

さ
い
り
よ
く
き
は
く

展
拓
充
拡
す
。
こ
れ
を
以
っ
て
身
を
持
し
、
こ
れ
以
っ
て
世
に
応
じ
、

随

い
て
出
で
随

て
ん
た
く
じ
ゆ
あ
か
く

し
た
が

い
て
処
り
、
入
る
と
し
て

自

ら
安
ん
ぜ
ざ
る
な
し
。

お

み
ず
か

録
し
て
以
っ
て
高
浦
生
に
示
す

學
無A

要C

於
窮p

理N

理
窮
則
生A
明N
明
則
守
固N

而
量
宏N

守
固N

則
坎
壈
不
遇N

挫
辱
顚
倒N

一
切
困
苦
之
境N

不A

能A

爲C

之
沮
抑B
也N
量
宏N

則
鄙
猥
瑣
屑N

米
鹽
蔬
菜N

一
切
可A

厭
之

務N

不A

能A

爲C

之
病
累B

也N

吾
之
流
品N

於A
是
乎
定N

吾
之
才
力
氣
魄N

於A

是
乎
展
拓
充
擴

N

以A

此
持A

身N

以A

此
應A

世N

隨
出
隨
處N

無D

入
而
不C

自
安B

矣N

錄
以
示C

高
浦
生j

【
訳
】
学
問
に
お
い
て
、
物
事
の
道
理
、
原
理
、
心
理
、
法
則
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
ほ
ど
大

事
な
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
物
事
を
見
極
め
る
知
力
、
知
恵
が
で
き
る
。
そ
れ
が

で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
と
し
て
の
生
き
方
の
基
本
が
で
き
、
才
能
も
大
き
く
広
が
る
。
そ

う
な
れ
ば
、
た
と
え
志
が
実
現
し
な
く
て
不
遇
で
あ
っ
て
も
、
世
の
中
で
ひ
ど
い
め
に
あ
っ
て

も
、
ど
ん
な
苦
し
い
こ
と
に
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
は
な
い
。
自
分
の
力
を
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
み
じ
め
で
、
煩
わ
し
く
、
め
ん
ど
う
な
こ

と
を
や
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
、
自
分
が
だ
め
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

一
人
の
人
と
し
て
の
品
格
の
高
下
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
決
ま
る
だ
ろ
う
。
人
の
才
能
や
気
力

が
こ
う
い
う
こ
と
で
広
く
大
き
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
で
身
を
守
り
、

社
会
の
中
で
生
活
し
て
い
く
と
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
落
ち
着
い
た
生
活
が
で
き
る
。

こ
の
文
章
を
広
島
の
高
浦
讓
太
郞
君
に
書
い
て
与
え
た

二
一
〇

粗
糲
の
食
、
襤
褸
の
衣
、
此
れ
ぞ
是
れ
志
士
の
本
分
、
厭
う
べ
き
に
あ
ら
ざ

そ

れ

い

ら

ん

る

い
と

る
な
り
。粗

糲
之
食N

襤
褸
之
衣N

此
是
志
士
之
本
分N

非A

可A

厭
也N

【
訳
】

粗
末
な
食
べ
物
と
、
粗
末
な
着
物
、
こ
れ
こ
そ
志
を
持
つ
人
ら
し
い
姿
で
あ
る
。
嫌
が

っ
て
は
な
ら
な
い
。
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二
一
一

人
の
、
草
木
と
同
じ
く
朽
ち
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
何
ぞ
や
。
徳
立
ち
名
成

る
に
あ
る
の
み
。

人
之
所I
以
不H
與C

草
木B

同
朽G

者
何
哉N

在C

徳
立
名
成B

而
已
矣N

【
訳
】
人
が
、
草
木
と
同
じ
よ
う
に
は
朽
ち
て
い
か
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
人
と
し
て
の

生
き
る
力
が
完
成
し
、
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
ち
本
分
を
果
た
す
か
ら
だ
。

二
一
二

徳

苟

く
も
立
ち
、
名
苟
く
も
成
ら
ば
、
則
ち
其
の
世
間
に
処
る
は
、

宛

も

い
や
し

お

あ
た
か

野
鶴
の
鶏
群
の
中
に
あ
る
が
ご
と
し
。

や

か

く

け
い
ぐ
ん徳

苟
立N

名
苟
礁N

則
其
處C

世
間j

宛
如D
野
鶴
之
在C

雞
群B

中
矣N

【
訳
】
人
と
し
て
の
生
き
る
力
が
で
き
、
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
世
間
で
生
き
て
い
る
の

は
、
ま
る
で
野
に
住
む
鶴
が
鶏
の
群
れ
の
中
に
い
る
よ
う
に
ぬ
き
ん
で
て
い
る
も
の
だ
。

二
一
三

我
れ
竊
か
に
夫
の
雞
犬
を
観
る
に
、
終
日
営
営
と
し
て
、
只
一
飽
を
求
む
る

わ

ひ
そ

か

い
つ
ぽ
う

の
み
。
而
し
て
鶴
の
物
た
る
、
清
遠
閑
放
、
高
く
雲

霄
の
表
を
撃
つ
。
其
の
志
固
よ
り

せ
い
え
ん
か
ん
ほ
う

う
ん
し
よ
う

う

も
と

塵
埃
を
以
つ
て
こ
れ
に
期
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

じ
ん
あ
い

我
竊
觀C

夫
雞
犬j

終
日
榮
々N

只
求C

一
飽j

而
鶴
之
爲A

物N

清
遠
閑
放N

高
擊C

乎
雲

霄
之
表j

其
志
固
不A

可I

以C

塵
埃B

期J

之
也N

【
訳
】
私
が
自
分
な
り
に
鶏
や
犬
を
見
て
い
る
と
、
一
日
中
動
き
回
り
た
だ
満
腹
す
る
だ
け
を

求
め
て
い
る
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
、
鶴
は
清
く
遠
く
自
由
い
っ
ぱ
い
に
大
空
高
く
は
ば
た
い
て

い
る
。
そ
の
高
い
志
は
、
こ
の
世
の
汚
れ
の
中
に
い
て
、
予
期
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

二
一
四

呉
蜀
は
唇
歯
相
倚
ら
ざ
れ
ば
、
則
も
以
つ
て
国
を
為
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

し

ん

し

あ

い

よ

而
し
て
先
主
の
、
魏
呉
の
間
に
屹
立
す
る
は
、
特
其
の
信
義
を
以
つ
て
の
み
。
則
ち
関

き
つ
り
つ

た
だ

羽
の
報
、
豈
に
亦
已
む
を
得
ん
や
。
先
主
は
其
の
信
義
を
主
と
す
る
も
群
臣
は
其
の
利

害
を
言
ふ
。
宜
な
る
か
な
当
時
の
議
の
合
は
ざ
る
こ
と
。
然
れ
ど
も
先
主
の
い
は
ゆ
る

む
べ

信
義
は
、
其
の
実
は

乃

ち
亦
利
害
の
見
な
り
。
是
を
以
つ
て
始
め
戦
ひ
て
終
に
和
し
、

す
な
わ

こ
こ

遅
疑
定
ま
ら
ざ
る
も
、
亦
怪
し
む
に
足
る
も
の
な
し
。
且
つ
先
主
実
に
信
義
を
主
と
せ

ち

ぎ
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ん
か
。
信
義
の
大
、
漢
室
を
挾
み
て
魏
賊
を
討
つ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
而
し
て
呉
と

和
す
れ
ば
則
ち
以
つ
て
掎
角
と
為
る
べ
く
、
呉
と
和
せ
ざ
れ
ば
則
ち
後
顧
の
虞
れ
あ
り

き

か

く

お
そ

て
、
進
取
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
則
ち

姑

く
其
の
私
忿
を
抑
へ
、
君
臣
の
大
義
を
天
下

し
ば
ら

し

ふ

ん

に
伸
ば
す
は
、
豈
に
亦
先
主
の
素
志
な
ら
ず
や
。
嗚
呼
是
れ
当
時
の
形
勢
に
し
て
、
事

あ

あ

理
甚
だ
言
ひ
難
き
も
の
あ
り
。

呉
蜀
唇
齒
不C

相
倚j

則
不A

可C

以
爲p

國
也N

而
先
主
之
屹C

立
乎
魏
呉
之
間B

者N

特
以C

其
信
義B

也N
則
關
羽
之
報N

豈
亦
得A

已
焉
哉N

先
主
主C

其
信
義B

而
群
臣
言C

其
利
害j

宜

哉
當
時
議
之
不A

合
也N
然
先
主
之
所A

謂
信
義
者N

其
實
乃
亦
利
害
之
見N

是
以
始
戰
而
終

和N

遲
疑
不A

定N

亦
無C
足A
怪
者j

且
先
主
實
主C

於
信
義B

乎N

信
義
之
大N

莫A

大I

於
挟C

漢
室B

而
討H

魏
賊m

而
與A

呉
和
則
可D

以
爲C

掎
角j

不C

與A

呉
和B

則
有C

後
顧
之
虞j

而

不A

可C

進
取B

也N

則
姑
抑C

其
私
忿j
伸C
君
臣
之
大
義
於
天
下B

者N

豈
不C

亦
先
主
之
素

志B

哉N

嗚
乎
是
當
時
之
形
勢N

事
理
甚
有C
難A
言
者B

矣
、

【
訳
】
呉
と
蜀
は
相
互
に
頼
り
合
わ
な
け
れ
ば
、
国
が
成
り
立
た
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
、
蜀
の
先
主
（
劉
備
）
は
、
魏
と
呉
と
の
間
に
し
っ
か
り
と
存
在
す
る
た
め
に
は
、
信
義
が

第
一
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
劉
備
の
名
将
の
関
羽
が
、
呉
の
孫
権
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
事
件
も
や

む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
主
は
信
義
を
重
ん
じ
た
が
、
臣
下
は
利
害
を
重
ん
じ
た
。
当

時
の
議
論
の
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
主
の
い
う
信
義

と
い
う
の
は
、
そ
の
実
は
ま
た
利
害
の
見
解
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
戦
い
も
あ
っ
た
が
、
和
睦
し

た
。
し
か
し
、
疑
い
迷
っ
て
い
て
な
か
な
か
定
ま
ら
な
い
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

先
主
信
義
を
第
一
に
し
よ
う
と
し
た
。
信
義
の
大
き
な
事
は
、
漢
の
後
継
者
の
意
志
を
持
っ

て
、
魏
を
打
つ
こ
と
よ
り
大
き
な
事
は
な
い
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
呉
と
和
睦
す
れ

ば
す
な
わ
ち
挟
み
撃
ち
と
な
り
、
呉
と
和
睦
し
な
け
れ
ば
後
の
気
遣
い
が
あ
り
、
前
に
進
む
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
、
し
ば
ら
く
は
、
自
分
の
怒
り
を
抑
え
、
君
臣
の
道
を
天
下
に
示
す

の
は
ま
た
、
先
主
の
も
と
か
ら
の
志
で
あ
っ
た
。
あ
あ
、
こ
れ
は
、
そ
の
時
の
情
勢
に
し
て
、

事
の
道
理
は
な
か
な
か
言
い
難
い
も
の
が
あ
る
。

二
一
五

貧
は
人
を
し
て
雅
な
ら
し
め
、
富
は
人
を
し
て
俗
な
ら
し
む
。

貧
令C

人
雅j

富
令C

人
俗j

壬
戌

【
訳
】

貧
し
さ
は
人
を
優
雅
に
上
品
に
し
、
富
め
る
こ
と
は
人
を
卑
俗
に
下
品
に
す
る
。

(

文
久
二
年
・

歳)

49
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二
一
六

人
は
惟
骨

力
あ
る
を
要
す
。

苟

く
も
骨
力
あ
れ
ば
、
則
ち
貧
は
人
を
し
て

益

固

た
だ
こ
つ
り
よ
く

い
や
し

ま
す
ま
す

な
ら
し
め
、
富
は
人
を
し
て

益

仁
な
ら
し
む
。
苟
く
も
骨
力
な
け
れ
ば
、
則
ち
貧
は
人
を
し

ま
す
ま
す

て
沮
喪
隕
穫
な
ら
し
め
、
富
は
人
を
し
て
驕

奢
縦
恣
な
ら
し
む
。

そ

そ

う

い
ん
か
く

き
よ
う
し
や
し
よ
う
し

人
惟
要A

有C

骨
力j

苟
有C

骨
力j

則
貧
使C

人
益
固j

而
富
使C

人
益
仁j

苟
無C

骨
力j

則
貧

使C

人
沮
喪
隕
穫j

而
富
使C

人
驕
奢
縦
恣j

【
訳
】
人
は
気
骨
が
あ
る
こ
と
が
大
切
だ
。
仮
に
も
気
骨
が
あ
れ
ば
、
貧
し
さ
は
人
を
ま
す
ま

す
確
固
た
る
者
に
し
、
富
あ
る
こ
と
は
人
の
仁
徳
を
ま
す
ま
す
高
め
る
。
仮
に
も
気
骨
が
な
け

れ
ば
、
貧
し
さ
は
人
の
気
力
を
な
く
さ
せ
、
苦
し
ま
せ
る
。
富
あ
る
こ
と
は
、
心
が
お
ご
っ
て

贅
沢
で
わ
が
ま
ま
な
生
き
方
を
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

二
一
七

大
凡
草
木
の
花
の
、
春
夏
温
暖
の
時
に
開
く
も
の
は
、
艶
麗
繁
華
な
る
も
、
柔

脆
な

お
お
よ
そ

え
ん
れ
い
は

ん

か

じ
ゆ
う
ぜ
い

る
を
病
と
す
。
而
る
に
秋
冬
寒
冷
の
境
に
発
す
る
も
の
は
、
雅
潔
簡
澹
に
し
て
、
挺
然
と
し
て

へ
い

が

け

つ

か
ん
た
ん

て
い
ぜ
ん

孤
立
の
色
あ
り
。

大
凡
草
木
之
花N

開C

於
春
夏
温
暖
之
時j

者N

艶
麗
繁
華N

病C

於
柔
脆j

而

發C

於
秋
冬
寒
冷
之
境B

者N

雅
潔
簡
澹N

挺
然
有C

孤
立
之
色B

【
訳
】
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
草
木
の
花
で
、
春
夏
温
暖
の
と
き
に
開
花
す
る
も
の
は
、
華
や

か
で
に
ぎ
や
か
で
あ
る
が
、
柔
ら
か
で
も
ろ
い
こ
と
が
欠
点
だ
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
秋
冬
寒
冷

の
と
き
に
開
く
も
の
は
上
品
で
清
ら
か
で
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
、
回
り
か
ら
抜
き
出
て
輝
い
て

い
る
。

二
一
八

貧
人
の
話
を
聴
き
、
貧
人
の
事
を
視
れ
ば
、
則
ち
人
を
し
て
感
激
奮
励
せ
し

ひ
ん
じ
ん

ふ
ん
れ
い

め
、
又
人
を
し
て
簡
淡
瓢

逸
な
ら
し
む
。
富
人
の
話
を
聴
き
、
富
人
の
事
を
視
れ
ば
、

か
ん
た
ん
ひ
よ
う
い
つ

則
ち
人
を
し
て
慢
易
庸
惰
な
ら
し
め
、
又
人
を
し
て
汚
陋
鄙
俗
な
ら
し
む
。
鄙

ま

ん

い

よ

う

だ

お

ろ

う

ひ

ぞ

く

聽C

貧
入
之
話j

視C

貧
人
之
事j

則
使C

人
感
激
奮
厲j

又
使C

人
簡
淡
瓢
逸j

聽C

富
人
之
話j

視C

富
人
之
事j

則
使C

人
慢
易
庸
惰j

又
使C

人
汙
陋
鄙
俗j

【
訳
】
貧
し
さ
の
中
に
あ
る
人
の
話
を
聴
き
、
貧
し
さ
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
人
を
見
れ
ば
、

人
を
感
激
さ
せ
、
や
る
気
に
さ
せ
、
俗
事
に
こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に
な
る
。
富
め
る
人
の
話
を

聞
き
、
富
め
る
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
見
る
と
、
人
を
慢
心
さ
せ
人
を
あ
な
ど
り
軽
ん
じ
る
よ
う
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に
な
り
、
ま
た
、
心
が
汚
れ
卑
し
く
下
品
に
さ
せ
る
。

二
一
九

順
境
を
楽
し
ま
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
れ
ど
も
其
の
志
を
し
て
廃
弛
し

は

い

し

易
か
ら
し
む
る
を
憂
う
。
逆
境
を
苦
し
ま
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而
れ
ど
も
其
の
志

や
すを

し
て
振
抜
し
易
か
ら
し
む
る
を
喜
ぶ
。
楽
中
に
憂
い
あ
り
、
苦
中
に
喜
び
あ
り
。
苦

し
ん
ぱ
つ

楽
憂
喜
の
境
、
畢

竟
な
に
か
是
れ
真
、
な
に
か
是
れ
実
。

ひ
つ
き
よ
う

非A

不A

樂C

順
境B
也N
而
憂A

使C

其
志
易C

廢
弛j

非A

不A

苦C

逆
境B

也N

而
喜A

使C

其

志
易C

振
抜j

樂
中
有A

憂N
苦
中
有A

喜N

苦
樂
憂
喜
之
境N

畢
竟
那
箇
是
眞N

那
箇
是
實N

【
訳
】
順
調
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
を
喜
ば
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
持
っ
て
い
る
志
が
ゆ
る
ん
で
し
ま
う
事
を
心
配
す
る
の
で
あ
る
。
逆
境
を
苦
し

ま
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
持
っ
て
い
る
志
が
ま
す
ま
す

奮
い
立
た
つ
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。
楽
し
い
中
に
憂
い
が
あ
り
、
苦
し
い
中
に
喜
び
が
あ

る
。
苦
し
み
と
楽
し
み
、
憂
い
と
喜
び
、
こ
の
境
は
結
局
何
が
真
実
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

2
2
0
(
1
7
/
0
9
/
0
2
)

二
二
〇

是
の
故
に
志
あ
る
の
士
の
、
千
古
不
磨
の
図
を
抱
く
も
の
は
、
其
の
取
捨
進

せ

ん

こ

ふ

ま

退
、
措
置
趣
向
、
自
ず
か
ら
庸

流
と
同
じ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
。

そ

ち

し
ゆ
こ
う

お
の

よ
う
り
ゆ
う

是
故
有A

志
之
士N

抱C

千
古
不
磨
之
圖B

者N

其
取
捨
進
退
、
措
置
趣
向
、
自
有Q
不I
與C

庸

流B

同m

者P

矣N

【
訳
】
だ
か
ら(

苦
楽
優
喜
の
境
は
定
ま
ら
な
い
か
ら)

、
志
あ
る
者
が
永
久
不
変
の
人
生
の
目

途
を
抱
け
ば
、
そ
の
人
の
生
き
る
に
際
し
て
の
取
捨
、
進
退
、
対
処
な
ど
の
術
、
工
夫
の
あ
り

方
は
、
自
ず
か
ら
凡
庸
な
者
た
ち
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。

二
二
一

西
洋
の
諸
国
は
、
通
商
を
以
っ
て
国
を
立
つ
。
其
の
利
を
得
る
は
固
よ
り
多

り

も
と

し
。
而
る
に
亦
恐
ら
く
は
病
を
免
れ
ざ
ら
ん
。

へ
い

西
洋
諸
國N

以C

通
商B

立A

國N

其
得A

利
也
固
多
矣N

而
亦
恐
不A

免C

於
病j

【
訳
】
西
洋
の
国
々
は
、
通
商
立
国
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
と
し
て
は
利
益
は

多
く
な
る
。
し
か
し
反
面
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
よ
る
弊
害
も
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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二
二
二

利
の
多
き
は
、
以
っ
て
其
の
衣
服
を
美
と
し
其
の
飲
食
を
甘
し
と
し
、
而
し

て
其
の
居
処
を
飾
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
而
れ
ど
も
国
家
の
、
永
久
に
廃
せ
ざ
る
ゆ
ゑ

ん
の
も
の
は
、
固
よ
り
此
に
あ
ら
ず
。

も
と

こ
こ

利
之
多
也N

不A

過I

以
美C

其
衣
服B

甘C

其
飲
食B

而
飾H

其
居
處G

而
巳
矣N

而
國
家
之
所C

以
永
久
不p

廢
者N

固
不A

在A

此N

【
訳
】
儲
け
の
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衣
服
を
派
手
に
し
、
飲
食
を
豪
華
に
し
、

住
ま
い
を
飾
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
が
永
久
に
亡
び
な
い
た
め
の
も
の
は
、
も

と
よ
り
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
な
い
。

二
二
三

利
を
外
国
よ
り
得
る
者
は
、
亦
病
を
外
国
よ
り
受
く
。
利
病
相

半
す
。
此
れ

へ
い

り

へ

い

あ
い
な
か
ば

ぞ
是
れ
必
然
の
理
。

得C

利
於
外
國B

者N

亦
受C

病
於
外
國j

利
病
相
半N
此
是
必
然
之
理N

【
訳
】
儲
け
を
外
国
か
ら
得
る
者
は
、
ま
た
、
弊
害
を
外
国
か
ら
受
け
て
い
る
。
儲
け
と
、
弊

害
は
表
裏
一
体
だ
。
こ
れ
は
、
当
然
の
理
屈
で
あ
る
。

二
二
四

其
の
利
を
得
て
未
だ
病
を
見
ざ
る
に
方
り
て
は
、
則
ち
以
っ
て
此
れ
に
あ
ら

へ
い

あ
た

ざ
れ
ば
、
則
ち
以
っ
て
国
を
立
つ
る
な
し
と
為
す
。
而
れ
ど
も
一
旦
、
利
尽
き
病

生

ぜ

つ

し
ょ
う

ば
、
則
ち
亦
恐
ら
く
は
臍
を
噛
む
の
悔
い
あ
ら
ん
。

ほ
ぞ

か

く

方C

其
得A

利
而
未p

見A

病
也N

則
以
爲D

非A

此
則
無C

以
立p

國
矣N

而
一
旦
利

盡
病
生N

則
亦
恐
有C

噬A

臍
之
悔j

【
訳
】
儲
け
を
得
て
ま
だ
弊
害
を
受
け
て
い
な
い
者
は
、
こ
れ
で
な
け
れ
ば
、
国
は
成
り
立
っ

て
い
か
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
儲
け
が
或
る
程
度
ま
で
い
っ
て
止
ま
り
、
弊
害
が
て

く
る
と
、
お
そ
ら
く
ほ
ぞ
を
噛
む
思
い
で
後
悔
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

二
二
五

西
洋
の
土
、
未
だ
嘗
つ
て
茶
を
産
せ
ず
、
又
未
だ
嘗
つ
て
茶
を
用
ひ
ず
。
其

の
漢
土
と
通
ず
る
に
及
び
て
、
始
め
て
茶
を
用
ひ
、
慣
れ
て
以
つ
て
俗
と
為
る
。
今
日

に
至
れ
ば
、
則
ち
殆
ん
ど
是
れ
人
生
に
闕
く
べ
か
ら
ざ
る
の
具
に
し
て
、
給
を
漢
土
に

か

仰
ぐ
。
是
の
故
に
漢
土
の
人
、
一
旦
通
商
を
謝
せ
ば
、
則
ち
西
洋
諸
国
は
困
乏
の
患
ひ

こ
ん
ぼ
う

を

免

れ
ず
。

ま
ぬ
が
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西
洋
之
土N

未C

嘗
産p

茶N

又
未C

嘗
用p

茶N

及I

其
與C

漢
土B

通G

也N

始
用A

茶N

慣
以
爲A

俗

N

至C

今
日j

則
殆
是
人
生
不A

可A

闕
之
具N

而
仰C

給
於
漢
土j

是
故
漢
土
之
人N

一
旦
謝C

通

商j
則
西
洋
諸
國
不A

免C

困
乏
之
患j

【
訳
】
西
洋
の
地
で
は
か
つ
て
お
茶
を
生
産
し
て
い
な
か
っ
た
。
又
、
今
ま
で
、
お
茶
を
飲
用

し
て
な
い
か
っ
た
。
そ
れ
が
中
国
と
貿
易
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
お
茶
を
飲
用
す
る
よ

う
に
な
り
、
慣
れ
て
き
て
習
慣
と
な
っ
て
き
た
。
今
に
な
っ
て
み
れ
ば
も
う
生
活
に
欠
か
せ
な

い
も
の
に
な
っ
て
き
て
、
中
国
よ
り
供
給
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
一
旦
中
国
が
貿
易
を

断
れ
ば
西
洋
諸
国
は
困
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

二
二
六

予
、
未
だ
嘗
つ
て
西
洋
の
書
を
読
ま
ず
、
亦
未
だ
嘗
つ
て
西
洋
の
俗
を
諳
ん

そ
ら

ぜ
ず
。
然
れ
ど
も
理
を
以
つ
て
こ
れ
を
推
す
に
、
蓋
し
亦
多
く
此
れ
に
類
す
る
も
の
あ

け
だ

ら
ん
。

予
未D

嘗
讀C

西
洋
之
書j

亦
未D

嘗
諳C

西
洋
之
俗j

然
而
以A
理
推A

之N

蓋
亦
多
有C

類A

此

者B

矣N

【
訳
】
私
は
ま
だ
西
洋
の
書
物
を
読
ん
で
い
な
い
。
ま
だ
、
西
洋
の
習
慣
、
文
化
も
知
り
尽
く

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
理
屈
を
も
っ
て
推
測
し
て
み
る
と
、
他
に
も
多
く
似
た
よ
う
な
こ
と

は
あ
る
だ
ろ
う
。

二
二
七

今
夫
れ
自
国
の
物
を
以
つ
て
、
自
国
の
用
を
弁
ず
。
初
め
は
給
を
外
に
仰
が

ず
し
て
、
盈

縮

窮

通
し
、
皆
自
ら
図
を
為
す
。
豈
に
亦
自
由
自
便
の
方
な
ら
ず
や
。

え
い
し
ゆ
く
き
ゆ
う
つ
う

と

今
夫
以C

自
國
之
物j

辨C

自
國
之
用j

初
不A

仰C

給
於
外j

而
盈
縮
窮
通N

皆
自
爲A

圖N

豈
不

C

亦
自
由
自
便
之
方B

哉N

【
訳
】
今
、
自
分
の
国
の
物
で
自
国
に
必
要
な
物
を
調
達
し
て
い
る
。
初
め
は
外
国
に
供
給
を

求
め
な
い
で
、
余
っ
た
り
、
不
足
し
た
り
、
行
き
詰
ま
っ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
国
内

で
工
夫
し
て
い
る
。
ま
さ
に
自
由
で
自
在
の
や
り
か
た
で
は
な
い
か
。

二
二
八

二
南
、
「
国
風
」
の

首

に
居
り
、
而
し
て
「
関
睢
」
又
二
南
の

首

に
居
る
。

は
じ
め

か
ん
し
よ

は
じ
め

聖
人
の
徳
、
王
道
の
基
な
り
。
然
り
而
し
て
今
試
み
に
看
る
に
、
更
に
何
の
異
な
る
あ

ら
ん
や
。
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二
南
居C

國
風
之
首j

而
關
睢
又
居C

二
南
之
首j

聖
人
之
徳N

王
道
之
基N

然
而
今
試
看N

更

有C

何
異j

【
訳
】
詩
経
の
周
南
編
と
召
南
編
は
当
時
の
民
謡
を
採
取
し
た
「
國
風
」
の
巻
の
初
め
に
あ
る
。

ま
た
、
闗
睢
も
ま
た
そ
の
詩
経
の
初
め
に
あ
る
。
聖
人
の
徳
は
、
君
子
が
治
め
る
政
道
の
王
道

か
ん
し
よ

で
あ
る
。
今
そ
れ
を
読
ん
で
み
る
と
、
な
ん
ら
間
違
っ
て
は
い
な
い
。

二
二
九

夫
婦
の
際
は
、
相
い
楽
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
而
る
に
淫
を

慮

い
ん

お
も
ん
ば
か

る
。
相
い
哀
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
而
る
に

傷

を

慮

る
。
而
し
て
窈

窕

し
ょ
う

お
も
ん
ば
か

よ
う
ち
ょ
う

閑
雅
、
貞
靜
純

一
、
此
れ
ぞ
是
れ
閨
門
の
儀
則
な
り
。
「
關
睢
」
一
篇
の
要
旨
、
か
く

か

ん

が

て
い
せ
い
じ
ゅ
ん
い
つ

け
い
も
ん

ぎ

そ

く

か
ん
し
ょ

の
ご
と
き
に
過
ぎ
ず
。

夫
婦
之
際N

不A

可A

不C

相
樂B

也N

而
慮C

於
淫j
不A

可A

不C

相
哀B

也N

而
慮B

於
傷j

而
窈

窕
閑
雅N

貞
静
純
一N

此
閨
門
儀
則N

關
睢
一
篇
之
要
旨N
不A

過A

如A

此N

【
訳
】
夫
婦
の
間
は
、
お
互
い
に
楽
し
め
ば
よ
い
。
し
か
し
、
楽
し
み
に
お
ぼ
れ
な
い
こ
と
。

ま
た
、
共
に
悲
し
め
ば
よ
い
。
し
か
し
、
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
し

と
や
か
で
美
し
く
上
品
で
、
心
正
し
く
穏
や
か
な
こ
と
、
こ
れ
が
夫
婦
の
間
の
大
事
な
き
ま
り

で
あ
る
。
詩
経
の
中
に
あ
る
「
關
睢
」
一
篇
の
要
旨
は
、
ま
と
め
る
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
過

ぎ
な
い

二
三
〇

聖
人
の
道
は
、
本
甚
し
く
は
高
く
行
ひ
難
き
の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
而

も
と

れ
ど
も
停
停
当
当
、
不
偏
不
倚
。
却
つ
て
是
れ
至
中
至
正
の
道
理
。

て
い
て
い
と
う
と
う

か
え

聖
人
之
道N

本
非C

甚
高
難A

行
之
物B

也N

而
停
々
當
々N

不A

偏
不A

倚N

却
是
至
中
至
正
之
道

理N

【
訳
】
聖
人
の
道
は
、
元
々
は
と
て
も
高
く
て
実
行
が
難
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
落
ち
着
い
て
静
か
で
偏
ら
な
い
こ
と
だ
け
だ
。
こ
れ
が
最
も
正
し
い
こ
と
な
の
だ


