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三
三
八

此
の
学
は
、
小
さ
く
こ
れ
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
以
つ
て
身
を
持
す
べ
く
、
以
つ
て

家
を
斉
ふ
べ
し
。
大
き
く
こ
れ
を
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
国
を
治
め
天
下
を
平
ら
か
に
し
、
亦
且

と
と
の

た
い

つ
綽
と
し
て
余
裕
あ
り
。

し
や
く

此
學
也N

小
用A
之N
則
可C

以
持p

身N

可C

以
齊p

家N

大
用A

之N

則
治A

國
平C

天
下j

亦
且
綽
有C

餘
裕B

矣N

【
訳
】
今
私
た
ち
の
学
ん
で
い
る
孔
子
の
学
問
は
、
小
さ
く
身
近
な
と
こ
ろ
で
発
揮
さ
れ
れ
ば
、
我
が

身
を
保
持
し
、
家
庭
を
平
穏
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
大
き
く
広
い
と
こ
ろ
で
こ
れ
を
実
行
す
れ
ば
国

（
地
方
）
を
治
め
、
世
の
中
を
平
和
に
し
て
、
な
お
か
つ
ゆ
っ
た
り
と
し
て
余
裕
が
あ
る
。

三
三
九

「
雲
深
處
」
の
三
字
、
此
れ
ぞ
是
れ
予
の
友
濳
庵
、
身
、
曾
つ
て
幽
屛
中
に
あ
り

か

て
作
り
し
所
。
蓋
し
以
つ
て
其
の
事
を
書
し
、
其
の
志
を
寓
す
る
な
り
。

け
だ

雲
深
處
三
字N

此
是
予
友
濳
菴
身
曾
在C

幽
屛
中B

所A

作N

蓋
以
書C
其
事j

寓C

其
志B

也N

【
訳
】「
雲
深
處
」
の
三
字
は
、
こ
れ
こ
そ
私
の
友
人
春
日
潜
庵
が
、
か
つ
て
安
政
の
大
獄
で
捕
ら
え

ら
れ
洛
北
紫
野
の
雲
野
院
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
時
に
作
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
そ
の
事
を
書
い

て
、
潜
庵
の
そ
の
時
の
志
を
書
き
表
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

三
四
〇

予
、
今
こ
れ
を
室
に
掲
げ
る
は
、
亦
将
に
時
を
避
け
跡
を
遁
れ
て
吾
が
志
を
養
は

ま
さ

あ
と

の
が

ん
と
す
る
な
り
。

予
今
掲C

之
於
室B

者N

亦
將D

避A

時
遁A

跡
而
養C

吾
志B

也N

【
訳
】
私
が
今
こ
れ
を
室
に
掲
げ
て
い
る
の
は
、
時
勢
や
世
の
動
向
か
ら
は
逃
れ
て
、
自
ら
の
志
を
育

て
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
四
一

世
に
出
で
世
に
処
す
る
、
本
定
則
な
し
。
志
を
養
ひ
義
を
行
ふ
、
何
ぞ
成
心
あ
ら

も
と

ん
や
。



出A
世
處A

世N

本
無C

定
則j

養A

志
行A

義N

何
有C

成
心j

【
訳
】
世
間
か
ら
離
れ
た
り
、
世
間
に
出
て
、
世
間
で
う
ま
く
生
き
て
行
く
こ
と
に
つ
い
て
は
定
め
た

も
の
は
な
い
。
志
を
養
い
、
道
義
に
そ
っ
た
こ
と
を
行
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
や
っ
て
い
く
の
に
、

私
の
心
の
中
に
下
心
や
も
く
ろ
み
は
な
い
。

三
四
二

其
の
義
を
行
ふ
や
、
将
に
に
以
つ
て
万
物
一
体
の
心
を
物
に
推
し
て
我
に
慊
な
ら

ま
さ

け
ん

ん
と
す
る
な
り
。
其
の
志
を
養
ふ
や
、
将
に
に
以
つ
て
待
つ
所
あ
ら
ん
と
す
る
な
り
。

ま
さ

其
行A

義
也N

將I

以
推C

萬
物
一
體
之
心
於
物B

而
慊H

乎
我G

也N

其
養A

志
也N

將C

以
有p

所A

待

也N

【
訳
】
そ
の
道
義
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
天
地
万
物
は
本
来
我
々
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
心
を

行
動
に
あ
て
は
め
て
、
私
を
満
足
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
う
い
っ
た
志
を
養
う
こ
と
が
私
の
求
め
て
い

る
こ
と
だ
。

三
四
三

若
し
夫
れ
身
を
終
る
ま
で
遭
ふ
所
な
け
れ
ば
、
則
ち
此
の
志
を
抱
き
て
永
逝
す
る

え
い
せ
い

も
、
固
よ
り
亦
憾
む
所
な
し
。
古
人
云
は
ず
や
、「
世
を
遁
れ
て
悶
ゆ
る
无
く
、
是
と
せ
ら
れ

も
と

う
ら

の
が

も
だ

な

ず
し
て
悶
ゆ
る
无
し
。
楽
し
け
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
行
ひ
、
憂
ふ
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
違
る
。
確
乎

も
だ

な

さ

か

く

こ

と
し
て
其
の
拔
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
、
潜
竜
な
り
。

若
夫
終A

身
而
無A

所A

遭N

則
抱C

此
志B

而
永
逝N

固
亦
無A

所A

憾N

古
人
不A

云
乎
、
遁A

世
无A

悶

N

不A

見A

是
而
无A

悶N

樂
則
行A

之N

憂
則
違A

之N

確
乎
其
不A

可A

拔
者N

濳
龍
也N

【
訳
】
も
し
生
涯
世
に
出
る
機
会
に
会
わ
ず
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
そ
の
志
を
抱
い
た
ま
ま
死

ん
だ
と
し
て
も
、
元
よ
り
憾
む
こ
と
は
な
い
。
孔
子
が
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
世
間
か
ら
隠

れ
て
い
て
も
悶
え
ず
、
よ
し
と
さ
れ
な
く
て
も
悶
え
ず
、
楽
し
い
こ
と
で
あ
れ
ば
そ
の
こ
と
を
行
い
、

悲
し
い
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
遠
ざ
け
る
。
決
し
て
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
持
っ
て
物

に
動
じ
な
い
の
が
潜
龍
で
あ
る
。

三
四
四

凡
そ
人
は
平
生
楽
し
む
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
惟
楽
し
む
所
を
し
て
以
つ
て
其
の

た
だ

心
を
養
ふ
に
足
り
、
而
し
て
邪
辟
に
流
れ
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
可
な
り
。

じ
や
へ
き



凡
人
平
生
不A

可A

無A

所A

樂N

惟
使I

所A

樂
足D

以
養C

其
心j

而
不J

流C

於
邪
辟j

則
可N

【
訳
】
ど
ん
な
人
も
常
日
ご
ろ
楽
し
む
こ
と
が
な
い
よ
う
な
こ
と
で
は
い
け
な
い
。
た
だ
楽
し
ん
で
い

る
こ
と
が
、
そ
の
人
の
心
を
育
て
、
よ
こ
し
ま
な
心
に
流
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。

三
四
五

今
夫
れ
山
に
遊
び
水
を
玩
び
、
花
を
種
ゑ
園
に
灌
ぐ
も
、
亦
以
つ
て
楽
し
む
べ
く
、

う

そ
そ

而
も
亦
以
つ
て
害
な
か
る
べ
し
。

今
夫
遊A

山
翫A

水N

種A

花
灌A

園N

亦
可C
以
樂j

而
亦
可C

以
無p

害
矣N

【
訳
】
今
、
山
に
行
っ
て
遊
び
川
に
行
っ
て
水
と
た
わ
む
れ
る
。
花
を
植
え
、
花
畑
に
水
を
や
っ
て
楽

し
む
。
そ
れ
ら
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
害
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

三
四
六

然
ら
ば
則
ち
書
を
読
み
義
を
講
ず
る
の
間
、
厭
倦
す
る
所
あ
れ
ば
、
則
ち
此
の
数

え
ん
け
ん

件
の
ご
と
く
、
時
に
或
ひ
は
こ
れ
を
為
す
こ
と
、
亦
必
ず
し
も
禁
ぜ
ざ
る
所
な
り
。

然
則
讀A

書
講A

義
之
間N

有A

所C

厭
倦j

則
如C

此
數
件j

時
或
爲A

之N

亦
所A

不C
必
禁B

也N

【
訳
】
そ
う
い
こ
と
だ
か
ら
、
書
物
を
読
み
、
講
義
を
す
る
と
き
、
疲
れ
て
く
れ
ば
、
前
に
述
べ
た
よ

う
な
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。

三
四
七

試
み
に
吾
子
に
問
ふ
、

抑

人
の
人
た
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
を
知
れ
る
や
。

そ
も
そ
も

試
問C

吾
子j

抑
知I

人
之
所C

以
爲p

人
者G

乎N

【
訳
】
試
し
に
あ
な
た
に
問
い
ま
す
。
人
が
人
で
あ
る
わ
け
を
知
っ
て
い
る
か
。
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三
四
八

人
の
人
た
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
徒
に
能
く
利
に
趨
り
て
害
を
避
く
る
の
謂
の
み

た
だ

は
し

い
ひ

に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
徒
利
に
趨
り
て
害
を
避
く
る
は
、
則
ち
禽
獣
と
い
へ
ど
も
尚
ほ
こ
れ
を

た
だ



能
く
す
。

人
之
所C
以
爲p

人
者N

非C

徒
能
趨A

利
而
避A

害
之
謂B

也N

徒
趨A

利
而
避A

害N

則
雖C

禽
獸B

尚
能A

之

矣N

【
訳
】
人
が
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
う
ま
く
利
益
を
追
求
し
、
自
分
に
害
の
あ
る
こ
と
を
避

け
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
鳥
や
獣
で
も
す
る
こ
と
だ
。

三
四
九

然
ら
ば
則
ち
人
の
人
た
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
は
、
果
し
て
何
く
に
在
り
や
。
他
な
し
、

い
づ

此
の
心
に
仁
義
を
具
ふ
る
の
謂
な
り
。

そ
な

い
ひ

然
則
人
之
所C

以
爲p

人
者N

果
何
在
焉N

亡A

他N

此
心
具C

仁
義B

之
謂
也N

【
訳
】
そ
れ
な
ら
ば
人
が
人
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
他
で
も
な
い
。

そ
の
心
に
他
人
を
思
い
や
る
「
仁
」
と
、
人
と
し
て
の
正
し
い
道
を
生
き
る
「
義
」
の
精
神
が
備
わ
っ

て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

三
五
〇

是
の
故
に
道
は
仁
義
よ
り
至
れ
る
は
な
き
な
り
。
教
へ
は
仁
義
よ
り
尊
き
は
な
き

な
り
。是

故
道
者
無A

至C

於
仁
義B

也N

教
者
無A

尊C

於
仁
義B

也N

【
訳
】
こ
の
こ
と
か
ら
人
の
生
き
方
と
し
て
仁
羲
よ
り
す
ば
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
そ
の
教
え
は
仁
羲

よ
り
尊
い
も
の
は
な
い
の
だ
。

三
五
一

仁
義
の
道
、
こ
れ
を
身
に
反
り
み
れ
ば
、
則
ち
心
は
其
の
正
を
得
、
身
は
其
の
脩

か
へ

を
得
て
、
復
た
悔
ゆ
べ
く
恥
づ
べ
き
の
事
あ
る
こ
と
な
し
。

ま

仁
義
之
道N

反C

之
於
身j

則
心
得C

其
正j

身
得C

其
脩j

而
無D

復
有C

可A

悔
可A

耻
之
事j

【
訳
】
仁
羲
の
生
き
方
は
、
こ
れ
を
自
分
自
身
に
つ
い
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
心
は
他
の
人
へ
の
思

い
や
り
が
で
き
、
身
は
正
し
い
行
い
が
で
き
、
悔
や
ん
だ
り
恥
じ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
少
し
も
な



い
。

三
五
二

一
身
を
以
つ
て
言
へ
ば
、
則
ち
安
宅
広
居
、
心
広
体
胖
、
坦
坦
蕩
蕩
、
怨
尤
あ
る

た
い
は
ん

ゑ
ん
ゆ
う

こ
と
な
し
、
真
に
無
上
の
福
な
り
。

以C

一
身B

而
言N

則
安
宅
廣
居N

心
廣
體
胖N

坦
々
蕩
々N

無A

有C

怨
尤j

眞
無
上
之
福
也N

【
訳
】
世
の
中
の
一
人
一
人
に
あ
て
は
め
る
と
、
安
ら
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
生
活
が
で
き
、
心
も
体

も
の
び
の
び
と
健
や
か
で
、
お
だ
や
で
ゆ
っ
た
り
し
て
い
て
、
人
を
恨
ん
だ
り
責
め
た
り
決
し
て
し
な

い
の
で
、
本
当
に
こ
の
上
な
い
幸
せ
だ
。

三
五
三

こ
れ
を
物
に
推
せ
ば
、
則
ち
家
斉
ひ
国
治
ま
り
、
天
下
和
平
、
以
つ
て
動
植
の
物
、

と
と
の

昆
虫
飛
走
の
微
に
至
る
も
、
亦
其
の
所
を
得
ざ
る
も
の
な
き
な
り
。

推C

之
於
物j

則
家
齊
國
治N

天
下
和
平N

以
至C

動
植
之
物N

昆
蟲
飛
走
之
微j

亦
無I

不A

得C

其
所B

者G

也N

【
訳
】
こ
の
こ
と
を
ま
わ
り
の
こ
と
に
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
家
は
と
と
の
い
、
国
は
治
ま
り
、
世
の

中
は
平
和
に
な
る
。
動
植
物
で
も
、
昆
虫
な
ど
の
小
さ
な
も
の
に
ま
で
、
そ
の
恩
恵
に
浴
さ
な
い
も
の

は
な
い
。

三
五
四

是
の
故
に
凡
そ
人
た
る
も
の
は
、
仁
義
の
教
へ
に
服
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

是
故
凡
爲A

人
者N

不A

可A

不A

服C

仁
義
之
教B

也N

【
訳
】
だ
か
ら
、
人
で
あ
る
な
ら
仁
羲
の
教
え
を
学
び
そ
れ
に
従
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

三
五
五

「
書
」
三
事
を
説
く
、
正
徳
利
用
厚
生
を
謂
ふ
な
り
。

書
説C

三
事j

謂C

正
徳
利
用
厚
生B

也N



【
訳
】「
書
経
」
は
三
つ
の
事
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
徳
を
た
だ
し
て
い
く
「
正
徳
」
、
人

々
に
物
資
が
円
滑
に
行
き
渡
る
よ
う
に
す
る
「
利
用
」
、
人
々
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
「
厚
生
」
、
の
三

つ
で
あ
る
。

三
五
六

天
地
開
闢
の
始
め
、
風
気
未
だ
開
け
ず
、
養
生
の
道
未
だ
備
ら
ず
。
是
の
時
に
方

か
い
び
や
く

あ
た

り
神
聖
迭
ひ
に
興
り
、
務
め
て
利
用
厚
生
の
具
を
創
る
。「
易
」
に
説
く
所
の
「
象
を
尚
び
器

た
が

つ
く

た
つ
と

を
制
す
る
」
の
類
の
ご
と
き
是
れ
な
り
。

天
地
開
闢
之
始N

風
氣
未A

開N

養
生
之
道
未A

備N

方C

是
時B

神
聖
迭
興N

務
創C

利
用
厚
生
之
具j

如C

易
所A

説
尚A

象
制A

器
之
類B

是
也N

【
訳
】
世
の
始
ま
り
の
時
、
人
々
は
ま
だ
未
開
で
混
沌
の
中
に
あ
っ
て
、
暮
ら
し
も
定
ま
っ
て
い
な
か

っ
た
。
こ
の
時
に
、
神
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
人
が
代
わ
る
代
わ
る
に
出
て
来
て
努
力
し
て
、
利
用
、
厚

生
の
し
く
み
を
作
っ
た
。「
易
経
」
に
説
く
「
形
を
大
事
に
し
て
、
器
を
制
作
す
る
」
の
よ
う
に
。

三
五
七

降
り
て
堯
舜
に
及
び
、
利
用
厚
生
の
具
略
備
は
る
。
古
人
云
は
ず
や
、「
飽
食
暖
衣
、

く
だ

ほ
ぼ

逸
居
し
て
教
ふ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
則
ち
禽
獣
に
近
し
」
と
。
是
に
於
て
か
還
又
正
徳
の
事

こ
こ

ま

た

を
務
む
。

降
及C

堯
舜j

利
用
厚
生
之
具
略
備
矣N

古
人
不A

云
乎N

飽
食
煖
衣N

逸
居
而
無A

教N

則
近C

於
禽
獸j
於

A

是
乎
還
又
務C

正
徳
之
事j

【
訳
】
時
代
は
下
っ
て
、
伝
説
の
中
国
古
代
の
帝
王
で
あ
る
堯
帝
と
舜
帝
の
時
代
に
な
る
と
利
用
厚
生

の
仕
組
み
は
ほ
ぼ
備
わ
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
古
人(

孟
子)

が
言
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
「
食
べ

た
い
だ
け
食
べ
、
暖
か
い
服
を
着
て
、
働
く
こ
と
を
せ
ず
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
て
、
教
養
が
な
け
れ
ば
、

鳥
や
獣
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
」
と
。
こ
の
教
え
か
ら
考
え
て
も
、
人
は
自
分
の
徳
を
積
む
こ
と
に
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

三
五
八

是
れ
よ
り
し
て
後
、
利
用
厚
生
の
道
、
日
を
逐
ひ
て

益

備
は
る
と
い
へ
ど
も
、
其

お

ま
す
ま
す

の
専
ら
務
む
る
所
の
も
の
、
要
は
正
徳
の
上
に
在
る
を
多
と
為
す
。
是
れ
漢
土
の
国
と
な
り

な
り
。



自A

是
而
後N

利
用
厚
生
之
道N

雖C

逐A

日
益
備j

而
其
所C

專
務B

者N

要
在C

正
徳
上B

爲A

多N

是
漢
土

之
爲A

國
也N

【
訳
】
堯
舜
の
時
代
か
ら
利
用
厚
生
は
、
日
を
追
っ
て
備
わ
っ
て
き
た
が
、
ひ
た
す
ら
努
力
し
て
き
た

こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
正
徳
の
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
し
て
き
た
の
だ
。
こ
れ
は
そ
の
こ
ろ
の

漢
の
国
の
国
柄
を
示
す
も
の
だ
。

三
五
九

夫
の
西
洋
の
国
と
な
り
の
ご
と
き
は
、
則
ち
一
世
の
人
を
駆
り
て
、
其
の
精
神
心

か

思
を
芸
術
の
末
に
尽
く
さ
し
む
。
技
巧
、
日
に
精
し
く
、
新
奇
、
日
に
競
ふ
。
是
れ
乃
ち
終

く
は

き
そ

始
、
利
用
厚
生
の
事
を
務
め
て
止
ま
ざ
る
も
の
な
り
。
而
れ
ど
も
夫
の
正
徳
の
道
は
、
則
ち

漠
然
と
し
て
聞
く
を
蔑
む
。

さ
げ
す

若C

夫
西
洋
之
爲p

國N

則
驅C

一
世
之
人j

盡C

其
精
神
心
思
於
藝
術
之
末j

技
巧
日
精N

新
奇
日
競N

是

乃
終
始
務C

利
用
厚
生
之
事B

而
不A

止
者N

而
夫
正
徳
之
道N
則
漠
然
蔑A

聞
焉N

【
訳
】
あ
の
西
洋
の
国
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
の
人
の
心
を
駆
り
立
て
て
、
精
神
や
思
い
を
技
術
の

極
み
に
ま
で
至
ら
せ
た
。
技
巧
は
日
に
人
に
日
に
精
巧
と
な
り
、
目
新
し
い
こ
と
は
日
に
日
に
競
う
よ

う
に
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
何
も
か
も
利
用
厚
生
の
事
に
努
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
正
徳
の
道
に
は
、
無
関
心
で
内
容
を
聞
い
て
も
蔑
ま
ず
に
は
お
れ
な
い
よ
う
な
も

の
だ
。

三
六
〇

予
意
へ
ら
く
其
の
国
を
治
む
る
や
、
信
賞
必
罰
、
法
を
以
つ
て
維
持
す
る
に
過
ぎ

お
も

し
ん
し
や
う
ひ
つ
ば
つ

ず
。
而
し
て
其
の
人
心
を
摂
す
る
は
、
則
ち
蓋
し
一
耶
蘇
教
あ
る
の
み
。

せ
つ

け
だ

予
意
其
治A

國
也N

不A

過C

信
賞
必
罰
以A

法
維
持j

而
其
攝C

人
心j

則
蓋
有C

一
耶
蘇
敎B

耳N

【
訳
】
私
が
思
う
の
に
、
そ
の
国
を
治
め
る
の
に
、
信
賞
必
罰
の
精
神
で
法
律
を
も
っ
て
維
持
し
て
い

る
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
人
々
の
心
を
正
し
く
導
こ
う
と
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
一

つ
あ
る
だ
け
だ
。


