
(190518
)

408四
〇
八

西
洋
の
俗
は
、
貨
利
を
貪
り
、
奇
巧
を
競
ひ
、
興
造
を
喜
ぶ
。
闔
国
の
心
力
を
以

む
さ
ぼ

こ
う
こ
く

つ
て
専
ら
こ
れ
を
此
に
尽
く
す
。
故
に
其
の
為
す
所
、
輒
ち
以
つ
て
宇
宙
間
に
炫
燿
す
る
に

こ
こ

す
な
わ

げ
ん
よ
う

足
る
。

西
洋
之
俗N

貪C
貨
利j

競C

奇
巧j

喜C

興
造j

以C

闔
國
之
心
力B

專
盡C

之
於
此j

故
其
所A

爲
、
輒

足D

以
炫C

燿
乎
宇
宙
間B
矣N

【
訳
】
西
洋
の
社
会
は
、
金
銭
の
利
益
を
貪
り,

珍
し
い
技
術
を
こ
ら
す
こ
と
を
競
い
、
事
業
を
興
す

こ
と
を
喜
び
と
し
て
い
る
。
国
中
が
こ
れ
ら
の
こ
と
に
心
血
を
注
ぎ
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
成
果
は
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
際
だ
っ
て
目
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

四
〇
九

人
苟
く
も
其
の
中
に
入
れ
ば
、
則
ち
心
こ
れ
が
為
に
怵
は
れ
、
目
こ
れ
が
為
に
眩

い
や
し

い
ざ
な

く
ら

み
、
以
つ
て
其
の
守
る
所
を
失
は
ざ
る
も
の
な
し
。

人
苟
入C

於
其
中j

則
心
爲A

之
怵N

目
爲A

之
眩N

無I

不D

以
失C

其
所p
守
者G

【
訳
】
人
は
西
洋
風
の
そ
う
い
う
雰
囲
気
の
中
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
目
新
し
さ
や
驚
異
的
利
益
に

心
奪
わ
れ,

目
が
眩
ん
で
し
ま
い
、
我
々
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
の
あ
り
方
、
生
き
方(

仁
愛
・

正
義
・
質
実
さ
等)

を
失
っ
て
し
ま
う
。

四
一
〇

是
に
於
て
か
彼
の
俗
を
習
ひ
、
彼
の
政
を
学
び
、
国
を
挙
げ
て
以
つ
て
西
洋
と
為

こ
こ

ら
ざ
る
も
の
は
稀
な
り
。

ま
れ

於A

是
乎
習C

彼
之
俗j

學C

彼
之
政j

不D

擧A

國
以
爲C

西
洋B

者
稀
矣N

【
訳
】
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
西
洋
の
社
会
を
習
い
、
西
洋
の
政
治
を
学
び
、
国
を
挙
げ
て
西
洋
風
に

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

四
一
一

然
れ
ど
も
此
れ
を
以
つ
て
民
に
臨
み
、
此
れ
を
以
つ
て
政
を
為
さ
ば
、
則
ち
民
は

皆
利
に
趨
り
義
を
忘
れ
て
、
俗
薄
か
ら
ん
。
人
は
皆
奢
を
貴
び
倹
を
鄙
し
み
て
、
国
弊
れ
ん
。

は
し

し
や

と
う
と

い
や

や
ぶ

俗
薄
け
れ
ば
則
ち
以
つ
て
乱
を
為
し
易
く
、
国
幣
る
れ
ば
則
ち
以
つ
て
図
を
為
し
難
し
。
是

や
ぶ



れ
よ
り
以
往
、
禍
機
横
発
し
、
患

意
外
に
生
ず
。
是
れ
吾
の
深
く

慮

る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
な

わ
ざ
わ
い

お
も
ん
ぱ
か

り
。

然
以A
此
臨A

民N

以A

此
爲A

政N

則
民
皆
趨A

利
忘A

義N

而
俗
薄
矣N

人
皆
貴A

奢
鄙A

儉N

而
國
弊

矣N

俗
薄
則
易C
以
爲p

亂N

國
幣
則
難C

以
爲p

圖N

自A

是
以
往N

禍
機
横
發N

患
生C

意
外j

是
吾

之
所C

以
深
慮B
者
也N

丑
三
月
七
日N

録
示C

書
生j

【
訳
】
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
国
民
と
向
き
合
い
、
こ
の
よ
う
な
政
治
を
す
れ
ば
、
国

民
は
皆
利
益
に
走
り
正
し
い
生
き
方
を
忘
れ
今
ま
で
の
道
義
は
薄
れ
る
だ
ろ
う
。
人
々
は
皆
贅
沢
を
貴

び
質
素
な
生
活
を
軽
蔑
し
て
、
国
は
荒
廃
す
る
だ
ろ
う
。
習
慣
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
け
れ
ば
秩
序
が

乱
れ
や
す
く
、
国
が
荒
廃
す
れ
ば
、
国
の
将
来
を
計
画
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
か
ら
先
、

禍
が
よ
く
起
こ
り
、
国
の
問
題
も
よ
く
起
こ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
を
私
は
深
く
心
配
し
な
が
ら

考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

四
一
二

在
昔
漢
の
文
帝
の
即
位
の
初
め
、
千
里
の
馬
を
献
ず
る
も
の
あ
り
。
而
れ
ど
も
帝

む

か

し

こ
れ
を
郤

く
。

し
り
ぞ

在
昔
漢
文
帝
卽
位
之
初N

有I

獻C

千
里
馬B

者m

而
帝
郤A

之N

【
訳
】
昔
、
漢
の
文
帝
の
即
位
の
と
き
、
一
日
に
千
里
を
走
る
と
言
わ
れ
た
馬
を
献
上
す
る
も
の
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
帝
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
さ
れ
た
。

四
一
三

苟
く
も
喜
び
て
こ
れ
を
受
け
ば
、
則
ち
馬
又
こ
れ
に
継
ぎ
て
至
ら
ん
。
特
に
馬
の

い
や
し

た
だ

み
な
ら
ず
、
白
麟
・
朱
雁
・
霊
芝
・
宝
鼎
・
粉
粉
然
と
し
て
四
方
よ
り
し
て
至
ら
ん
。

は
く
り
ん

し
ゆ
が
ん

れ
い

し

ほ
う
て
い

ふ
ん
ぷ
ん
ぜ
ん

苟
喜
而
受A

之N

則
馬
又
繼A

之
而
至
矣N

不C

特
馬
而
已j

白
麟
・
朱
雁
・
靈
芝
・
寶
鼎
・
粉
々
然

自C

四
方B

而
至
矣N

【
訳
】
も
し
、
こ
れ
を
喜
ん
で
受
け
取
る
と
、
ま
た
次
の
馬
を
献
上
す
る
者
が
現
れ
る
だ
ろ
う
。
馬
だ

け
の
こ
と
で
は
な
い
、
め
で
た
い
と
さ
れ
る
白
い
麒
麟
、
瑞
鳥
と
さ
れ
て
い
る
赤
い
雁
、
瑞
草
と
さ
れ

る
ひ
じ
り
だ
け
、
天
子
の
宝
と
す
る
鼎
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
献
上
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
れ
る

か
な
え

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。



四
一
四

一
祥
瑞
至
る
毎
に
、
則
ち
百
官
表
を
奉
じ
朝
賀
し
、
爵
を
進
め
物
を
賜
ひ
、
而
し

し
よ
う
ず
い

ひ
や
つ
か
ん

し
や
く

た
ま

て
又
時
に
赦
を
行
は
ば
、
上
、
侈
心
を
長
じ
、
下
、
冗
費
を
益
し
、
国
を
蠹

み
政
を
妨
げ
、

し
や

し

し
ん

ま

む
し
ば

百
敗
是
よ
り
起
ら
ん
。

こ
こ

每C

一
祥
瑞
至j
則
百
官
奉A

表
朝
賀N

進A

爵
賜A

物N

而
又
時
行A

赦N

上
長C

侈
心j

下
益C

冗
費j

蠹A

國
妨A

政N

百
敗
自A
是
而
起
矣N

【
訳
】
帝
に
め
で
た
い
こ
と
が
起
こ
る
度
に
、
役
人
は
こ
ぞ
っ
て
お
祝
い
の
文
書
を
贈
り
、
宮
中
に
出

向
い
て
お
祝
い
を
述
べ
、
帝
は
そ
の
度
に
土
地
を
与
え
、
官
爵
を
授
け
、
時
に
は
恩
赦
を
実
行
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
上
に
立
つ
役
人
は
、
奢
り
高
ぶ
る
こ
と
が
甚
だ
し
く
な
り
、

下
級
の
役
人
は
無
駄
な
費
用
を
増
加
さ
せ
、
国
の
財
政
が
少
し
ず
つ
蝕
ま
れ,

政
治
の
妨
げ
に
な
っ
て

い
く
。
国
が
滅
び
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

四
一
五

今
帝
郤
け
て
受
け
ず
。
且
つ
夫
れ
謙

恭
抑
畏
、
克
く
始
め
を
慎
み
、
後
来
、
漢
家

し
り
ぞ

そ

け
ん
ぎ
よ
う
よ

く

い

よ

の
豊
富
を
致
し
て
、
三
代
以
後
の
明
主
と
為
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
、
其
の
兆
先
づ
此
に
見
ゆ
。

き
ざ
し

ま

丑
三
月
七
日
、
録
し
て
書
生
に
示
す
。

今
帝
郤
而
不A

受N

且
夫
謙
恭
抑
畏N

克
愼C

於
始j

所I

以
後
来
致C

漢
家
之
豊
富j
而
爲H

三
代
以

後
之
明
主G

者N

其
兆
先
見C

乎
此j

丑
三
月
七
日

録
示C

書
生j

【
訳
】
今
、
帝
は
退
け
て
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
謙
虚
に
う
や
う
や
し
く
最
初
に
慎
み
を
示

さ
れ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
漢
家
は
豊
か
に
繁
栄
し
て
、
か
つ
て
栄
え
た
三
代(

夏･

殷
・
周)

以

後
の
立
派
な
主
君
と
な
ら
れ
た
の
だ
。
そ
の
兆
し
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
一
六

人
、
此
の
学
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
道
、
明
か
な
ら
ず
、
而
し
て
心
、
主
な
し
。

あ
き
ら

心
、
主
な
け
れ
ば
、
則
ち
内
に
守
る
所
あ
る
能
は
ず
。
而
し
て
外
、
吉
凶
禍
福
の
間
に
怵
は

い
ざ
な

れ
ざ
る
能
は
ざ
る
な
り
。

人
不A

知C

此
學j

則
道
不A

明N

而
心
無A

主N

心
無A

主N

則
不A

能C

内
有p

所A

守N

而
不A

能A

不C

外D

怵C

於
吉
凶
禍
福
之
間B

也N

【
訳
】
人
は
、
儒
学
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
道
徳
・
人
の
生
き
方
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
が
は
っ
き
り
分



か
ら
な
い
。
そ
し
て
、
心
に
中
心
に
な
る
も
の
が
な
い
。
心
の
中
心
に
な
る
も
の
が
な
い
と
、
そ
の
精

神
を
守
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
結
果
、
身
は
吉
凶
、
禍
福
、
な
ど
の
外
物
に
、
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。

四
一
七

外
、
吉
凶
禍
福
の
間
に
怵
は
れ
て
、
而
も
内
、
守
る
所
な
し
。
是
に
於
い
て
か
或

い
ざ
な

こ
こ

ひ
は
其
の
知
る
べ
か
ら
ざ
る
に
乗
じ
て
、
こ
れ
を
眩
ま
す
に
神
異
妖
怪
の
説
を
以
つ
て
す
る

も
の
あ
り
。

外
怵C

於
吉
凶
禍
福
之
間j
而
内
無A

所A

守N

於A

是
乎
或
有I

乗C

其
不p

可A

知N

而
眩A

之
以C

神
異
妖
怪
之
説B

者G

矣

N

【
訳
】
身
は
外
の
吉
凶
、
禍
福
に
惑
わ
さ
れ
て
、
内
面
に
は
守
っ
て
い
く
も
の
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
て
は
、
何
も
知
ら
な
い
と
み
て
、
神
や
妖
怪
の
せ
い
に
す
る
者
が
い
る
。

四
一
八

我
れ
西
洋
諸
国
を
観
る
に
、
要
す
る
に
学
を
知
ら
ず
。
是
の
故
に
国
と
し
て
宗
教

わ

な
き
こ
と
な
き
も
、
道
を
知
ら
ざ
る
こ
と
甚
し
け
れ
ば
則
ち
宗
教
の
惑
も
亦
甚
し
。
是
れ
彼

ま
ど
い

の
国
の
宗
門
の
乱
多
き
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

我
觀C

西
洋
諸
國j

要
不A

知A

學N

是
故
無D

國
無C

宗
教B

也N

不A

知A

道
甚
則
宗
教
之
惑
亦
甚N

是
彼
國
之
所D

以
多C

宗
門
之
亂B

也N

【
訳
】
私
が
西
洋
諸
国
の
こ
と
を
観
察
し
て
端
的
に
申
し
上
げ
る
と
、
儒
学
の
教
え
を
知
ら
な
い
。
西

洋
諸
国
は
宗
教
が
無
い
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
儒
学
の
教
え
で
あ
る
人
と
し
て
の
道
を
知
ら
な
い
か

ら
、
宗
教
上
の
迷
い
も
混
乱
も
、
こ
れ
ま
た
甚
だ
し
い
。
西
洋
諸
国
に
お
い
て
、
宗
門
上
の
争
い
事
が

多
い
の
は
こ
の
事
の
た
め
で
あ
る
。


