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七
〇

夙
興
夜
寐
、
孜
孜
矻
矻
、
終
年
か
く
の
ご
と
く
、
終
身
か
く
の
ご
と
し
。
外
間

し

ゆ

く

こ

う

や

び

し

し

こ

つ

こ

つ

更
に
何
事
あ
る
か
を
管
せ
ず
し
て
、
心
を
一
に
し
力
を

専

ら
に
し
、
只
此
の
件
を
弁
ぜ

も
つ
ぱ

た
だ

ん
と
欲
す
る
の
み
。
則
ち
是
れ
豈
に
い
わ
ゆ
る
培
壅
の
厚
き
に
あ
ら
ず
や
。

あ

ば
い
よ
う

夙
興
夜
寐N

孜
孜
矻
矻N

終
年
如A

此N

不A

管D

外
間
更
有C

何
事j

而
一A

心
專A

力N

只
欲A

辨C

此
件j
則
是
豈
非C

所A

謂
培
壅
之
厚B

乎N

【
訳
】
朝
は
早
く
起
き
、
夜
は
遅
く
寝
て
、
怠
け
ず
に
こ
つ
こ
つ
と
勤
め
る
。
一
年
間
こ
の
よ

う
に
生
活
し
、
生
涯
こ
の
よ
う
に
し
て
い
く
。
世
間
に
何
事
か
あ
っ
て
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
を

一
つ
の
こ
と
に
集
中
し
て
、
た
だ
学
問
を
見
き
わ
め
て
い
き
た
い
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
こ
そ
草
木
を
育
て
る
の
に
、
土
を
厚
く
培
う
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

七
一

時
あ
り
て
静
処
に
黙
坐
し
、
時
あ
り
て
案
頭
に
書
を
読
む
。
而
し
て
「
大
学
」

せ
い
し
よ

も
く

ざ

あ
ん
と
う

に
於
て
は
、
則
ち
古
人
、
徳
に
入
る
の
次
第
を
観
、
「
語
孟
」
に
於
て
は
、
則
ち
日
用

ご

も

う

践
履
の
実
を
要
め
、
「
中

庸
」
に
於
て
は
、
則
ち
聖
学
心
法
の
訣
あ
る
を
悟
り
、
推
し

も
と

ち
ゆ
う
よ
う

け
つ

て
「
六
経
」
に

遡

れ
ば
、
則
ち
工
夫
深
広
、
規
模
濶
大
な
り
。
亦
、

各

要

あ
れ
ば
、

さ
か
の
ぼ

か
つ
だ
い

お
の
お
の
か
な
め

先
輩
の
指
揮
に
従
い
、
必
ず
進
み
て
こ
れ
を
取
り

序

に

循

う
。
則
ち
是
れ
豈
に
い
わ

つ
い
で

し
た
が

あ

ゆ
る
潅
漑
の
其
時
を
得
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。(

七
一)

か
ん
が
い

有A

時
靜
處
默
坐N

有A

時
案
頭
讀A

書N

而C

於
大
學j

則
觀C

古
人
入A

徳
之
次
第j

於C

語

孟j

則
要C

日
用
踐
履
之
實j

於C

中
庸j

則
悟C

聖
學
心
法
之
有p

訣N

推
而
遡C

於
六
經j
則

工
夫
深
廣N

規
模
濶
大N

亦
各
有A

要N

從C

先
輩
之
指
揮j

必
進
取A

之
循A

序N

則
是
豈
非I

所A

謂
灌
漑
之
得C

其
時B

者G

乎N

【
訳
】
時
間
が
あ
れ
ば
静
か
な
所
で
黙
座
し
、
あ
る
時
は
机
に
向
か
っ
て
読
書
す
る
。
そ
れ
で
、

そ
う
す
る
と
「
大
学
」
で
は
、
昔
の
人
の
徳
の
身
に
つ
け
方
を
読
み
、
「
論
語｣

や｢

孟
子
」
で

は
、
日
々
の
行
い
の
あ
り
方
を
学
び
、
「
中
庸
」
で
は
、
聖
人
の
心
身
の
修
養
の
方
法
を
体
得

し
、
さ
ら
に
、
「
六
経
」
（
詩
經
・
書
經
・
礼
經
・
楽
經
・
易
經
・
春
秋
）
ま
で
進
め
ば
、
実

践
の
あ
り
方
は
深
く
広
く
、
大
変
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
大
事
な
点

が
あ
り
、
先
輩
の
指
図
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
自
分
に
取
り
入
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
こ

そ
草
木
を
育
て
る
の
に
に
必
要
な
時
に
必
要
な
水
を
や
る
よ
う
な
も
の
だ
。

七
二

其
の
課
を
立
つ
る
や
厳
な
ら
ん
と
欲
し
、
其
の
力
を
用
ふ
る
や
切
な
ら
ん
と
欲
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す
。
而
し
て
前
面
に
効
験
を
求
め
ず
、
速
成
を
期
せ
ず
、
老
い
て

益

壮

に
し
て
、
直

ま
す
ま
す
さ
か
ん

た
だ

自

ら
年
歳
の
足
ら
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
斃
れ
て
後
止
む
の
意
あ
り
。
若
し
夫
れ
力

み
ず
か

を
得
る
の
浅
深
厚
薄
、
建
竪
の
崇
卑
小
大
は
、
天
下
後
世

自

ら
公
論
あ
り
て
、
吾
の

け
ん
じ
ゆ

お
の
ず
か

予
知
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
則
ち
是
れ
豈
に
い
は
ゆ
る
大
成
を
以
つ
て
自
ら
期
す

る
も
の
に
あ
ら
ず
や
。

其
立A

課
也
欲A

嚴N
其
用A

力
也
欲A

切N

而
前
面
不A

求C

效
驗j

不A

期C

速
成j

老
而
益
壯N

直
不D

自
知C

年
歳
之
不p
足
也N

有C

斃
而
後
止
之
意j

若
夫A

得
力
之
淺
深N

厚
薄N

建
竪
之

崇
卑
小
大N

天
下
後
世
自
有C
公
論j
而
非D

吾
之
所C

豫
知B

也N

則
是
豈
非I

所A

謂
以C

大
成

B

自
期
者G

乎N

【
訳
】
自
分
の
課
題
を
こ
な
す
の
に
は
、
厳
し
く
し
、
そ
れ
に
力
を
入
れ
る
に
の
は
懸
命
に
や

る
。
そ
し
て
、
前
に
効
果
が
表
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
、
は
や
く
完
成
す
る
こ
と
も
願
わ
な
い
。

老
い
て
も
ま
す
ま
す
元
気
に
し
て
、
た
だ
自
分
の
年
齢
の
足
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
死

ぬ
ま
で
一
生
懸
命
や
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
力
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
、
浅
い
と
か
深

い
と
か
自
分
に
実
力
が
あ
る
か
ど
う
か
、
高
い
と
か
低
い
と
か
大
き
い
と
か
小
さ
い
と
か
は
後

生
の
評
価
を
ま
つ
よ
り
仕
方
が
な
い
こ
と
で
、
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と

が
、
自
分
は
大
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
心
に
期
し
て
、
努
力
を
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
。

七
三

夫
れ
「
易
」
は
神
な
り
、
至
れ
り
。
蓋
し
当
時
羲
皇
の
胸
中
、

自

ら
無
窮
の

し
ん

け
だ

ぎ

こ

う

お
の
ず
か

蘊
蔵
あ
り
。
特
象
を
借
り
て
以
つ
て
こ
れ
を
示
す
こ
と
、
猶
ほ
夫
の
釈
迦
文
拈
華
微
笑

う
ん
ぞ
う

た
だ

か

ね

ん

げ

み
し
よ
う

の
為
の
ご
と
き
な
り
。
文
周
孔
子
こ
れ
を

玩

ぶ
に
及
び
て
も
、
亦
敢
へ
て
饒

舌
多
語

い

も
て
あ
そ

じ
よ
う
ぜ
つ

せ
ず
。
時
に
或
ひ
は
微
を
表
し
て
以
つ
て
学
ぶ
も
の
の
自
ら
悟
る
を
待
つ
。
是
の
故
に

易
を
学
ぶ
も
の
、
言
語
を
以
つ
て
知
解
す
べ
か
ら
ず
。
聴

受
し
て
黙
観
参
透
し
体
認

ち
よ
う
じ
ゆ

切
至
な
ら
ば
、
或
ひ
は
以
つ
て
万
分
の
一
を

窺

ふ
に
足
ら
ん
か
。

せ

つ

し

う
か
が
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夫
易
神
矣N

蓋
當
時
羲
皇
胸
中N

自
有C

無
窮
蘊
藏j

特
借A

象
以
示A

之
者N

猶C

夫
釈
迦
文

拈
華
微
笑
之
爲B

也N

及C

文
周
孔
子
玩p

乏N

亦
不C

敢
饒
舌
多
語j

時
或
表A

微
以
待C

學
者

之
自
悟j

是
故
學A

易
者N

不A

可I

以C

言
語B

知
解m

聽
受
而
默
觀
參
透N

體
認
切
至N

或
足D

以
窺C

萬
分
一B

乎

【
訳
】
易
は
神
で
あ
り
、
す
べ
て
の
究
極
で
あ
る
。
思
う
に
易
を
作
っ
た
当
時
羲
皇(

伏
羲)

の

胸
の
中
に
は
、
無
限
の
現
象
や
因
果
や
秩
序
や
思
い
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
形
を
も
っ
て
こ
れ

を
他
の
人
に
示
す
こ
と
は
、
あ
の
釈
迦
が
花
を
ひ
ね
っ
て
、
魔
訶
迦
葉
が
こ
れ
を
理
解
し
て
微
笑
ん

だ
と
い
う
よ
う
な
以
心
伝
心
の
で
き
る
人
だ
け
が
、
わ
か
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
文
王
、

周
公
、
孔
子
が
易
を
深
く
味
わ
い
研
究
し
人
々
に
示
そ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
多
く
の
言

葉
で
語
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
奥
深
い
易
の
一
端
を
示
し
て
学
ぼ
う
と
す
る
者
が
自
分
で
悟

る
の
を
待
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
易
を
学
ぶ
者
は
言
語
で
理
解
し
て
は
い
け
な
い
。

心
で
聞
き
受
け
入
れ
て
黙
っ
て
わ
が
身
に
し
み
込
ま
せ
、
体
で
感
じ
て
体
で
わ
か
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

或
い
は
そ
の
万
分
の
一
で
も
わ
か
る
か
も
知
れ
な
い
。

七
四

言
を
以
っ
て
示
す
も
の
は
浅
く
、
象
を
以
て
示
す
も
の
は
深
し
。
「
易
」
は

い
は
ゆ
る
象
を
以
つ
て
示
す
も
の
な
り
。
是
の
故
に
文
王
こ
れ
を
解
き
て
足
ら
ず
、
周

公
又
従
ひ
て
こ
れ
を
解
く
。
周
公
こ
れ
を
解
き
て
足
ら
ず
、
孔
子
又
従
ひ
て
こ
れ
を
解

く
。
い
は
ゆ
る
一
番
拈

出

し
、
一
番
新
し
き
も
の
な
り
。
今
よ
り
し
て
往
、
若
し
或
ひ

ね
ん
し
ゆ
つ

の
ち

は
夫
子
を
継
ぎ
て
起
る
も
の
あ
ら
ん
か
、
則
ち
安
く
ん
ぞ
更
に
復
た
別
に
一
般
の
見
解

い
ず

ま

あ
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
蓋
し
理
の
窮
尽
な
き
こ
と
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
あ
り
。

以A

言
示
者
淺N

以A

象
示
者
深N

易
所A

謂
以A

象
示
者
也N

是
故
文
王
解A

之
不A

足N

周
公

又
從
而
解A

之N

周
公
解A

之
不A

足N

孔
子
又
從
而
解A

之N

所A

謂
一
番
拈
出N

一
番
新
者N

自A

今
而
徃N

若
或
有I

繼C

夫
子B

而
起
者G

乎N

則
安
知E

更
不D

復
別
有C

一
般
見
解j

蓋
理

之
無C

窮
盡j

有C

如A

此
者j
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【
訳
】
言
葉
で
説
明
す
る
も
の
は
浅
い
。
形
で
示
す
の
は
深
い
。
「
易
」
は
、
い
わ
ゆ
る
形
を

持
っ
て
示
す
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
文
王
は
こ
れ
を
説
い
て
示
し
た
が
、
物
足
り
な
か
っ
た
。
つ

い
で
、
周
公
が
、
ま
た
こ
れ
に
続
い
て
解
い
て
示
し
た
が
、
物
足
り
な
か
っ
た
。
孔
子
も
こ
れ

ら
に
続
い
て
解
い
た
。
こ
の
よ
う
に
言
葉
で
説
明
す
る
毎
に
新
し
く
な
っ
て
い
き
、
こ
れ
が
一

番
新
し
い
。
今
後
、
あ
る
い
は
孔
子
を
継
ぐ
者
が
あ
る
と
し
て
も
、
別
に
あ
ら
た
な
見
解
が
あ

る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
理
論
の
極
ま
り
尽
く
す
こ
と
の
な
い
こ
と
は
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。

七
五

経
を
説
く
こ
と
は
難
し
、
而
し
て
易
を
説
く
こ
と
は
尤
も
難
し
と
為
す
。
蓋
し

象
の
含
む
所
の
も
の
は
広
し
。
而
れ
ど
も
言
を
以
つ
て
発
揮
す
る
も
の
は
、
特
一
端
に

た
だ

過
ぎ
ざ
る
の
み
。
聞
く
も
の
こ
れ
に
執
す
れ
ば
則
ち
失
ふ
。
然
れ
ど
も
説
か
ざ
れ
ば
則

ち
以
つ
て
後
学
を
導
く
に
足
ら
ず
。
而
し
て
こ
れ
を
説
け
ば
則
ち
亦
是
く
の
ご
と
き
の

か

弊
あ
り
。
難
し
と
為
す
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

説A

經
難N

而
説A

易
爲C

尤
難j

蓋
象
之
所A

含
者
廣
矣N

而
以A

言
發
揮
者N

特
不A
過C

一
端j

聞
者
執A

之
則
失
矣N

然
不A

説N

則
不A

足D

以
導C

後
學j

而
説A

之N

則
亦
有C

如A
是
之
弊j

所
C

以
爲p

難
也N

【
訳
】
経
書
を
解
説
す
る
の
は
難
し
い
。
中
で
も
、
「
易
」
を
解
説
す
る
の
は
一
層
難
し
い
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
象
」
に
含
ま
れ
る
内
容
は
広
い
。
だ
が
、
言
葉
で
言
い
表
せ
る
の
は

そ
の
一
端
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
聞
く
者
が
言
わ
れ
た
言
葉
に
固
執
す
れ
ば
、
正
し
い

理
解
を
失
う
。
し
か
し
、
言
葉
で
説
か
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
学
ぶ
者
た
ち
を
導
く
こ
と
が
で

き
な
い
。
か
と
い
っ
て
説
け
ば
こ
の
よ
う
な
弊
害
が
あ
る
。
説
く
こ
と
が
難
し
い
わ
け
が
こ
こ

に
あ
る
。

七
六

春
は
桜
花
を
尋
ね
、
夏
は
涼
風
を
趁
い
、
秋
は
月
光
を

弄

ぶ
。
転
眄
倏

忽
の

お
う

か

お

も
て
あ
そ

て
ん
め
ん
し
ゆ
つ
こ
つ
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間
、
徒
爾
に
一
歳
の
光
陰
を
過
ご
し
了
は
る
。
今
歳
此
く
の
ご
と
く
、
明
歳
又
此
く
の

い
た
ず
ら

お

か

ご
と
く
ん
ば
、
到
頭
果
た
し
て
是
れ
何
の
得
る
所
ぞ
や
。
愴
然
と
し
て
一
嘆
す
。

そ
う
ぜ
ん

春
尋C

櫻
花j

夏
趁C

涼
風j

秋
弄C

月
光j

轉
眄
倏
忽
之
間N

徒
爾
過C

了
一
歳
之
光
陰j

今
歳

如A

此N
明
歳
又
如A

此N

到
頭
果
是
何
所A

得
乎N

愴
然
一
嘆N

【
訳
】
春
は
桜
の
花
見
を
し
、
夏
は
涼
し
い
風
を
求
め
、
秋
は
、
月
光
を
眺
め
て
楽
し
む
。
瞬

時
に
し
て
、
い
た
ず
ら
に
一
年
間
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
年
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、

来
年
も
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
果
た
し
て
、
私
は
何
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
悲
し
み
に
心
を
痛
め
て
は
溜
息
を
つ
く
。

七
七

比
日
、
体
佳
か
ら
ず
、
因
つ
て
夜
熟
睡
す
る
能
わ
ず
。
枕

上
竊
か
に
平
生
の
業

ひ

じ

つ

よ

よ

あ
た

ち
ん
じ
よ
う
ひ
そ

へ
い
ぜ
い

と
す
る
所
を
回
思
す
れ
ば
、
鹵
莽
滅
裂
、
殊
に
章
を
成
さ
ず
。
此
れ
を
持
し
て
古
人
を

か

い

し

ろ
う
も
う
め
つ
れ
つ

望
め
ば
、
則
ち
邈
焉
と
し
て
夐
絶
し
、

猶
ほ
天
の
、
階
し
て
升
る
べ
か
ら
ざ
る
が
ご

ば
く
え
ん

け
い
ぜ
つ

の
ぼ

と
き
な
り
。
是
に
於
い
て
か
勃
然
と
し
て
興
起
し
、
殆
ど
旧
痾
の
身
に
在
る
を
忘
る
。

ぼ
つ
ぜ
ん

こ

う

き

き
ゆ
う
あ

比
日
體
不A

佳N

因
夜
不A

能C

熟
睡j

枕
上
竊
囘C

思
平
生
之
所p

業N

鹵
莽
滅
裂M

殊
不A
成A

章N

持A

此
望C

古
人j

則
邈
焉
夐
絶N

猶C

天
之
不p

可C

階
而
升B

也N

於A

是
乎
勃
然
興
起N
殆

忘C

舊
痾
之
在p

身N

【
訳
】

近
頃
、
体
の
調
子
が
よ
く
な
く
、
そ
れ
で
夜
も
熟
睡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寝
床
で

休
み
な
が
ら
、
普
段
自
分
の
や
っ
て
い
る
講
義
や
指
導
に
つ
い
て
思
い
返
し
て
み
る
と
、
粗
雑

で
お
粗
末
で
、
い
い
と
こ
ろ
は
な
に
も
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
昔
の
人
の
こ
と
を
考

え
る
と
、
遙
か
に
遠
く
及
ば
ず
、
そ
れ
は
天
に
梯
子
を
か
け
て
昇
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と

同
じ
よ
う
な
も
の
で
、
と
て
も
及
ば
な
い
。
そ
う
思
う
と
、
に
わ
か
に
奮
い
た
ち
、
自
分
の
体

の
調
子
が
よ
く
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。

七
八

天
地
万
物
は
此
く
の
ご
と
く
其
れ

夥

し
。
而
る
に
人
の
其
の
間
に
於
け
る
は

お
び
た
だ
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猶
ほ
倉
廩
の
一
粒
の
米
の
ご
と
し
。
則
ち
此
の
身
は
豈
に
珍
重
す
べ
き
こ
と
の
甚
し
か

そ
う
り
ん

ら
ず
や
。
然
れ
ど
も
褻
弄
慢
侮
し
て
、
以
つ
て
一
生
を
誤
る
。
果
し
て
是
れ
誰
の
罪
ぞ
。

せ
つ
ろ
う

ま

ん

ぶ

豈
に
愧
死
せ
ざ
ら
ん
や
。

き

し

天
地
萬
物
如A

此
其
夥N

而
人
於C

其
間j

猶C

倉
廩
之
一
粒
米j

則
此
身
豈
不I

可C

珍
重B

之

甚G

乎N

然
褻
弄
慢
侮N

以
誤C

一
生j

果
是
誰
罪N

豈
不C

愧
死j

【
訳
】
宇
宙
に
は
た
く
さ
ん
の
数
え
切
れ
な
い
程
の
も
の
が
あ
る
。
人
は
そ
の
間
に
あ
っ
て
は
、

米
倉
の
中
の
た
っ
た
一
粒
の
米
の
よ
う
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
一
人
の
身
は
大
変
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
身
を
も
て
あ
そ
び
、
あ
な
ど
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
一
生
を
誤

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
誰
の
罪
で
あ
る
か
。
ま
こ
と
に
深
く
恥
じ
る
こ
と
だ
。

7
9

（2
0
1
6
/
5
/
1
4

）

七
九

怒
り
の
克
ち
難
き
は
、
猶
お
烈
火
の
撲
滅
し
易
か
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
克

か

が
た

ぼ
く
め
つ

か
ち

ち
得
る
こ
と
容
易
な
ら
ば
、
乃
ち
其
の
勇
を
見
る
。

怒
之
難A

克N

猶I

烈
火
之
不J

易C

撲
滅B

也N

克
得
容
易N

乃
見C

其
勇j

【
訳
】
怒
り
の
心
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
難
し
い
の
は
、
烈
し
く
燃
え
さ
か
る
火
を
消
す
の
が
容

易
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
。
怒
り
の
心
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
容
易
で
な
い
だ
け
に

そ
れ
の
で
き
る
人
は
、
勇
気
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

八
〇

古
人
は
何
の
故
に
常
に
卑
近
の
処
よ
り
説
き
起
す
や
。
今
人
は
何
の
故
に
常
に

高
遠
の
処
よ
り
説
き
去
る
や
。
知
る
べ
し
、
古
人
の
言
語
は
皆
実
な
れ
ど
も
、
今
人
の

言
語
は
皆
虚
な
る
を
。
此
れ
を
以
つ
て
驕
を
生
じ
慢
を
生
じ
、
前
人
の
上
に
駕
せ
ん
と

欲
す
。

抑

其
の
自
ら
量
ら
ざ
る
を
見
る
な
り
。

そ
も
そ
も

古
人
何
故
常
従C

卑
近
處B

説
起N

今
人
何
故
常
從C

高
遠
處B

説
去N

可A

知
古
人
之
言
語
皆
實N

而

今
人
之
言
語
皆
虚N

以A

此
生A

驕
生A

慢N

欲A

駕C

前
人
之
上j

抑
見D

其
不C

自
量B

也N

【
訳
】
昔
の
人
は
ど
う
し
て
い
つ
で
も
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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今
の
人
は
ど
う
し
て
い
つ
で
も
高
遠
な
と
こ
ろ
か
ら
説
き
起
こ
す
の
だ
ろ
う
か
。
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
昔
の
人
の
言
葉
は
皆
現
実
の
こ
と
だ
が
、
今
の
人
の
言
葉
は
皆
虚
妄
だ
。
だ
か

ら
驕
り
や
慢
心
が
出
て
き
て
、
前
の
人
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
自
分
の

力
量
を
知
ら
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

八
一

世
人
好
み
て
雅
俗
の
二
字
を
言
ふ
。
畢

竟
、
何
物
か
真
に
是
れ
雅
な
る
、
何
物

ひ
つ
き
よ
う

か
真
に
是
れ
俗
な
る
。
皮
相
上
よ
り
こ
れ
を
弁
ず
れ
ば
則
ち
易
く
、
肺
腑
上
よ
り
こ
れ

は

い

ふ

を
弁
ず
れ
ば
則
ち
難
し
。
昔
人
、
程
子
を
評
し
、
「
纔
か
に
以
つ
て
俗
な
ら
ず
」
と
為

わ
ず

す
。
然
ら
ば
則
ち
俗
の
一
宇
は
甚
だ

免

れ
難
く
、
而
し
て
雅
の
一
字
は
承
当
し
易
か
ら

ま
ぬ
か

ざ
る
を
知
る
べ
き
な
り
。

世
人
好
言C

雅
俗
二
字j

畢
竟
何
物
眞
是
雅N

何
物
眞
是
俗N

從C

皮
相
上B

辨A

之
則
易N

從C

肺
腑

上B

辨A

之
則
難N

昔
人
評C

程
子j

纔
以
爲A

不A

俗N

然
則
可A
知I

俗
之
一
字
甚
難A

免N

而
雅
之
一

字
不J

易C

承
當B

也N

【
訳
】
世
間
の
人
は
好
ん
で
、
「
優
雅
だ
、
卑
俗
だ
」
と
言
う
。
し
か
し
、
何
が
真
の
雅
で
、

誰
が
本
当
に
俗
で
あ
る
か
、
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
う
わ
べ
だ
け
見
て
こ
れ
を
言
う
こ
と

は
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
が
、
内
面
を
見
き
わ
め
て
こ
れ
を
言
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。

昔
の
人
は
、
北
宋
の
仁
徳
者
で
あ
り
大
学
者
で
あ
っ
た
程
兄
弟
を
評
価
し
て
「
わ
ず
か
で
は
あ

る
が
、
俗
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
そ
も
そ
も
俗
と
は
な
か
な
か

逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
雅
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
二

「
百
世
に
奮
ふ
の
志
を
立
て
」
、
「
未
だ
郷
人
た
る
を
免
れ
ざ
る
の
恥
を
懐

ふ
る

は
じ

お
も

ふ
」
と
。
此
れ
ぞ
是
れ
古
昔
、
志
あ
る
者
の
語
。
俗
を
免
る
る
の
機
あ
り
と
謂
ふ
べ
し
。

立I

奮C

乎
百
世B

之
志m

懐I

未A

免C

郷
人B

之
耻m

此
是
古
昔
有A

志
者
之
語N

可A

謂A

有C

免A

俗
之
機B

矣N
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【
訳
】
孟
子
の
言
葉
に
「
百
世
の
後
に
生
き
る
者
た
ち
を
振
り
動
か
す
よ
う
な
志
を
持
ち
」

、

「
ま
だ
、
俗
人
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
う
」
と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
遠

い
昔
か
ら
、
志
が
あ
る
者
の
言
葉
だ
。
こ
う
い
う
人
が
、
俗
か
ら
免
れ
る
き
っ
か
け
が
あ
る
と

い
う
べ
き
だ
。

八
三

志
気
一
た
び
奮
へ
ば
、
則
ち
万
夫
も
避
く
る
な
し
。
前
面
何
ぞ
復
た
艱
阻
の
言

か

ん

そ

ふ
べ
き
あ
ら
ん
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
培
塿
曲

径
も
、
亦
皆
隔
礙
と
成
り
、
消
沮
屏
息

ほ

う

ろ

う

き
よ
く
け
い

か
く
が
い

し
よ
う
そ
へ
い
そ
く

し
て
、
気
を
出
だ
す
能
は
ず
。
豈
に
以
つ
て
男
子
の
眉
目
に
愧
ぢ
ざ
ら
ん
や
。

び

も
く

は

志
氣
一
奮N

則
萬
夫
莫A

避N

前
面
何
復
有C
艱
阻
之
可p

言N

不A

然N

則
培
塿
曲
徑N

亦
皆
成C

隔
礙j

消
沮
屏
息N

不A

能A

出A

氣N

豈
不D

以
愧C
男
子
之
眉
目B

乎N

【
訳
】
志
を
ひ
と
た
び
奮
い
起
こ
せ
ば
、
何
人
も
避
け
て
通
る
よ
う
な
障
害
は
な
く
な

る
。
前
面
に
立
ち
は
だ
か
る
も
の
は
な
く
な
る
。
志
が
奮
わ
な
け
れ
ば
、
小
高
い
丘
や

曲
が
っ
た
道
も
皆
妨
げ
と
な
り
、
意
気
が
消
沈
し
、
縮
こ
ま
っ
て
勇
気
を
だ
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
こ
ん
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
男
子
の
面
目
に
恥
じ
る
も
の
だ
。

八
四

雪
霜
摯
ば
ず
、
枝
葉
枯
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
つ
て
来
歳
発
生
の
機
を
振
る
う
な

せ
つ
そ
う
お
よ

ら
い
さ
い

し
。
然
ら
ば
則
ち
声
華
を
刊
落
し
、
攻
苦
し
て
淡
を
喫
い
、
一
意
、
道
に
向
か
う
も
の
、

し
か

せ

い

か

か
ん
ら
く

こ

う

く

た
ん

く
ら

豈
に
以
つ
て
後
来
の
造

就
を
庶
幾
す
る
に
足
ら
ざ
ら
ん
や
。

こ
う
ら
い

ぞ
う
し
ゆ
う

し

よ

き

雪
霜
不A

摯N

枝
葉
不A

枯N

則
無D

以
振C

来
歳
發
生
之
機j

然
則
刊C

落
聲
華j

攻A

苦
喫A

淡N

一

意
向A

道
者N

豈
不A

足D

以
庶C

幾
後
来
之
造
就B

乎N

【
訳
】
雪
や
霜
に
覆
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
て
、
枝
葉
が
枯
れ
て
落
ち
な
か
っ
た
ら
、
翌
年
樹
は

芽
を
つ
け
る
こ
と
も
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
華
や
か
な
名
声
を
捨
て
、
苦
心
し
て
勉
学
し
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
道
に
進
む
も
の
は
、
将
来
自
己
を
完
成
す
る
期
待
が
持
て
る
と
い
う
も
の
だ
。
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八
五

一
物
を
知
ら
ざ
る
を
以
つ
て
恥
と
為
す
。
此
れ
ぞ
是
れ
学
者
の
陋

習
な
り
。
蓋

ろ
う
し
ゆ
う

し
天
下
古
今
其
の
事
ま
た

夥

し
。
而
今
、
一
箇
の
身
子
、
三
五
十
年
の
精
力
を
以
つ

お
び
た
だ

て
、
悉
く
こ
れ
に
通
じ
知
ら
ん
と
欲
す
る
は
、
自
ら
量
ら
ざ
る
の
至
り
と
謂
ふ
べ
き
な

り
。
而
し
て
其
の
気
象
も
亦
深
く
局

促
迫
隘
な
る
を
覚
ゆ
。

き
よ
く
そ
く
は
く
あ
い

以C

一
物
不p
知
爲A
耻N

此
是
學
者
之
陋
習N

蓋
天
下
古
今
其
事
亦
夥
矣N

而
今
以C

一
箇
之
身
子

三
五
十
年
之
精
力j
欲D
悉
通C

知
之j

可A

謂I

不C

自
量B

之
至G

也N

而
其
氣
象
亦
深
覺C

局
促
迫

隘j

【
訳
】
あ
る
一
つ
の
物
事
を
知
ら
な
い
こ
と
を
恥
と
す
る
。
こ
れ
は
、
学
者
の
い
や
な
慣
わ
し

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
世
間
に
昔
か
ら
た
く
さ
ん
あ
る
。
し
か
し
、
一
個
人
が
三
十
年
五
十
年

の
月
日
、
精
力
を
か
け
て
、
残
ら
ず
知
ろ
う
と
願
う
こ
と
は
、
自
分
の
力
量
を
知
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
ま
た
、
そ
の
人
の
性
格
は
狭
く
、
縮
こ
ま
っ
て
る
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
。

八
六

一
物
を
知
ら
ざ
る
を
以
つ
て
は
恥
と
為
す
は
、
是
れ
特
恥
の
小
な
る
も
の
の
み
。

た
だ

蓋
し
恥
に
は
此
れ
よ
り
大
な
る
も
の
あ
り
。
今
、
大
恥
を
恥
ぢ
ず
し
て
、
小
恥
を
以
つ

て
恥
と
為
す
は
、
い
は
ゆ
る
其
の
恥
づ
べ
き
を
恥
ぢ
ず
し
て
、
恥
づ
べ
か
ら
ざ
る
を
恥

づ
る
も
の
な
り
。
是
れ
乃
ち
恥
の
免
れ
ざ
る
ゆ
ゑ
ん
な
り
。

以C

一
物
不p

知
爲A

耻N

是
特
耻
之
小
者N

蓋
耻
有I

大C

於
此B

者m

今
大
耻
之
不A

耻N

而
以C
小

耻B

爲A

耻N

所A

謂
不A

耻C

其
可p

耻N

而
不A

可A

耻
之
耻
者N

是
乃
耻
之
所C

以
不p

免
也N

【
訳
】
ひ
と
つ
の
事
を
知
ら
な
い
で
、
そ
の
こ
と
を
恥
と
感
じ
る
の
は
、
恥
の
う
ち
で
も
ほ
ん
の
些
細
な

こ
と
で
あ
る
。
恥
に
は
こ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
今
、
大
き
な
恥
を
恥
と
し
な
い
で
、

小
さ
な
恥
を
も
っ
て
恥
と
す
る
の
は
、
恥
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
恥
じ
ず
、
恥
じ
る

必
要
の
な
い
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
が
、
恥
の
恥
じ
た
る
と
こ
ろ

だ
。

八
七

身
は

妄

に
動
か
ず
、
言
は
妄
に
発
せ
ざ
れ
ば
、
敦
厚
の
士
と
謂
ふ
べ
し
。

み
だ
り

と
ん
こ
う
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身
不C

妄
動j

言
不C

妄
發j

可A

謂C

敦
厚
之
士B

矣N

【
訳
】
身
は
み
だ
り
に
動
か
さ
ず
、
言
葉
は
み
だ
り
に
口
に
し
な
け
れ
ば
、
篤
実
で
心
が
厚
い

人
と
言
え
る
。

八
八

「
人
譜
」
の
一
書
は
、
念
臺
劉
子
の
著
は
す
所
な
り
。
念
臺
劉
子
は
、
食
を
絶

ね
ん
だ
い
り
ゅ
う
し

ち
国
に
殉
ず
る
忠
節
の
士
な
り
。
則
ち
其
の
著
は
す
所
の
書
は
、
敬
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。人

譜
一
書N

念
臺
劉
子
所A

著N
念
臺
劉
子N

絶A

食
殉A

國N

忠
節
之
士
也N

則
其
所A

著
之
書N

不

A

可A

不A

敬
也N

【
訳
】
「
人
譜
」
と
い
う
書
物
は
、
念
臺
劉
子
の
著
作
で
あ
る
。
念
臺
劉
子
は
、
食
を
絶
っ
て

国
に
殉
じ
る
忠
節
心
の
高
い
男
子
で
あ
る
。
念
臺
劉
子
の
著
書
は
、
尊
敬
せ
す
に
は
お
れ
な
い
。

八
九

山
に
登
り
水
に
臨
む
、
此
れ
ぞ
是
れ
吾
が
輩
閑
人
の
事
な
り
。

の
ぞ

か
ん
じ
ん

登A

山
臨A

水N

此
是
吾
輩
閑
人
之
事N

【
訳
】
山
に
登
っ
た
り
、
川
の
側
に
立
っ
た
り
、
こ
れ
こ
そ
私
の
よ
う
な
暇
の
あ
る
者
の
す
る

事
で
あ
る
。

（2
0
1
6
0
6
0
4

）9
0

九
〇

心
は
本
是
れ
不
動
、
気
は
本
是
れ
浩
然
た
り
。
然
り
而
し
て
餒
を
免
れ
ざ
る
は
、

も
と

こ
う
ぜ
ん

だ
い

方
に
心
に
慊
な
ら
ざ
る
所
の
も
の
あ
れ
ば
な
り
。
是
の
故
に
日
用
の
間
、
事
毎
に
反
求

ま
さ

け
ん

ご
と

し
、
務
め
て
道
理
を
尽
く
し
、
愧
怍
す
る
所
な
け
れ
ば
、
則
ち
心
は
其
の
不
動
に
還
り
、

き

さ

く

か
え

気
は
其
の
浩
然
に
還
る
。
前
面
に
仮
使
山
崩
れ
海
倒
れ
、
極
め
て
是
れ
驚
く
べ
き
も
、

た

と

い

我
に
あ
り
て
は
只
一
箇
の
処
置
あ
り
、
断
定
し
て
移
ら
ず
。
何
ぞ
復
た
疑
懼
迷
惑
の
言

ま

ぎ

く

ふ
べ
き
も
の
あ
ら
ん
。
此
れ
ぞ
是
れ
孟
子
の
平
生
学
問
力
を
得
る
の
処
な
り
。

心
本
是
不A

動N

氣
本
是
浩
然N

然
而
不A

免C

於
餒B

者N

方
有I

所A

不A

慊C

乎
心B

者G

也N

是
故
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日
用
之
間N

毎A

事
反
求N

務
盡C

道
理j

無A

所C

愧
怍j

則
心
還C

其
不A

動j

氣
還C

其
浩
然j

前

面
假
使
山
崩
海
倒N

極
是
可A

驚N

在A

我
只
有C

一
箇
處
置j

斷
定
不A

移N

何
復
有C

疑
懼
迷
惑

之
可p

言N

此
是
孟
子
平
生
學
問
得A

力
之
處N

【
訳
】
心
は
本
来
不
動
の
も
の
で
あ
る
。
気
力
は
本
来
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何

か
満
た
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
は
、
心
に
満
足
で
き
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

日
々
事
あ
る
毎
に
反
省
し
、
道
理
を
尽
く
し
、
恥
じ
入
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
心
は
不
動
の

も
の
と
な
り
、
気
力
は
充
実
し
た
も
の
に
か
え
る
。
た
と
え
、
目
の
前
で
山
が
崩
れ
海
が
荒
れ

狂
っ
て
も
、
そ
れ
は
驚
く
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
単
な
る
一
事
で
し
か
な
く
、

何
ら
心
が
動
じ
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
何
ら
う
た
が
い
恐
れ
て
迷
う
こ
と
も
な
い
。

こ
う
い
う
こ
と
が
、
孟
子
の
言
う
学
問
に
よ
っ
て
力
を
得
る
と
い
う
こ
と
だ
。

九
一

学
は
自
得
せ
ん
こ
と
を
要
す
。
蓋
し
心
中
に
自
得
す
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
言
語

け
だ

に
発
す
る
も
の
は

自

ら
別
な
り
。
是
の
故
に
尋
常
に
経
を
説
け
ば
、
則
ち
善
く
聖
賢

お
の
ず
か

の
微
意
を
発
揮
し
、
人
を
し
て
興
起
す
る
所
あ
ら
し
め
、
而
も
人
の
善
を
誘
い
、
人
の

び

い

こ

う

き

し
か

過
ち
を
規
せ
ば
、
藹
然
と
し
て
亦
猶
お
和
気
の
、
人
を
襲
う
が
ご
と
く
、
感
悦
心
服
す

た
だ

あ
い
ぜ
ん

ま
た

か
ん
え
つ

る
こ
と
、
然
る
を
期
せ
ず
し
て
然
る
も
の
あ
ら
む
。

し
か

き

學
要C

自
得j

蓋
心
中
自
得N

則
發C

之
言
語B

者
自
別N

是
故
尋
常
説A

經N

則
善
發C

揮
聖
賢
之
微

意j

使C

人
有p

所C

興
起j

而
誘C

人
之
善j

規C

人
之
過j

藹
然
亦
猶C

和
氣
之
襲p

人N
感
悦
心
服N

有C

不A

期A

然
而
然
者B

矣N

【
訳
】
学
問
は
自
分
の
心
と
体
を
通
し
て
身
に
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、

言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
の
で
き

る
人
が
教
え
を
説
け
ば
、
よ
く
聖
賢
の
奥
深
い
意
味
を
示
す
こ
と
で
、
他
人
を
奮
い
立
た

せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
上
、
人
に
よ
い
行
い
を
勧
め
る
こ
と
に
な
る
。
人
の
過
ち
を

正
せ
ば
、
気
持
ち
が
和
ら
ぎ
穏
や
か
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
、
和
や
か
な
気
分
が
広

が
り
、
深
く
喜
び
心
か
ら
尊
敬
し
従
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
期
待
し

な
い
で
自
然
に
そ
の
よ
う
に
成
る
も
の
で
あ
る
。

九
二

経
を
説
く
の
道
は
、
博
引
旁
捜
を
要
せ
ず
、
又
鋪
張
太
過
な
る
を
要
せ
ず
。
而

は
く
い
ん
ぼ
う
そ
う

ほ
ち
よ
う

た

い

か

し
て
要
は
身
を
以
つ
て
こ
れ
を
体
し
、
意
を
以
つ
て
こ
れ
を
認
め
、
当
時
の
聖
賢
の
意

味
気
象
を
得
る
に
あ
り
。
蓋
し
聖
賢
の
意
味
気
象
は
、
元
来
聖
賢
に
あ
ら
ず
し
て
、
自

己
の
胸
中
に
あ
り
。
た
だ
体
し
得
て
透
り
、
認
め
得
て
真
な
る
を
要
す
。
則
ち
説
く
所
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は

仍

ち
是
れ
聖
賢
の
書
な
り
と
い
え
ど
も
、
却
っ
て
是
れ
皆
自
家
屋
裏
の
話
に
し
て
、

す
な
わ

じ

か

お

く

り

融
液
流

通
し
、
精
神
活
発
に
し
て
、
復
た
陳
腐
の
気
あ
る
こ
と
な
く
、
世
の
窮
経
家
と

ゆ
う
え
き
り
ゆ
う
つ
う

ち

ん

ぷ

別
な
り
。

説A

經
之
道N

不A

要C

博
引
旁
捜j

又
不A

要C

鋪
張
太
過j

而
要
在D

以A

身
體A

之N

以A

意
認A

之N

得C

當
時
聖
賢
之
意
味
氣
象j

蓋
聖
賢
之
意
味
氣
象N

元
来
不A

在C

聖
賢j

而
在C

自
己
胸
中j

只

要C

體
得
透
認
得
眞j
則
所A

説
雖C

仍
是
聖
賢
之
書j

却
是
皆
自
家
屋
裏
話N

融
液
流
通N

精
神
活

溌N

無D

復
有C

陳
腐
之
氣j
與C

世
之
窮
經
家B

別N

【
訳
】
経
典
を
説
く
方
法
は
、
多
数
の
資
料
を
集
め
引
用
し
た
り
、
過
度
の
誇
張
を
し
た
り
す

る
こ
と
は
必
要
な
い
こ
と
だ
。
で
は
何
が
必
要
か
と
い
え
ば
、
経
典
の
説
く
と
こ
ろ
を
身
を
以

て
体
現
し
、
主
体
的
に
受
容
し
て
、
当
時
の
聖
賢
の
思
念
の
あ
り
よ
う
、
心
の
あ
り
よ
う
を
自

分
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
聖
賢
の
思
念
の
あ
り
よ
う
と
は
、
聖
賢
の
も
の
で
は
な

く
、
今
私
自
身
の
胸
中
に
元
々
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
体
現
す
る
こ
と
で
明
瞭
に
理
解
し
、
思
念

し
て
認
め
る
こ
と
で
真
理
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
説
い
て
教
え
る
の
は
聖
賢
の
書
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
自
分
の
胸
中
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
教
理
は
血
液
の
よ
う
に
、
体
を

め
ぐ
り
、
精
神
を
活
発
に
し
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
す
よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
は

世
間
に
見
ら
れ
る
経
典
研
究
家
の
説
く
と
こ
ろ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。

九
三

学
ぶ
も
の
は
事
を
厭
い
労
を
辞
す
べ
か
ら
ず
。
事
を
厭
い
労
を
辞
し
、
清
閑
日

い
と

せ
い
か
ん

を
渡
れ
ば
、
則
ち
古
人
の
い
わ
ゆ
る
間
を
積
み
て
懶
を
成
し
、
懶
を
積
み
て
散
を
な
す

わ
た

ら
ん

も
の
。
到
底
、
終
に
是
れ
を
用
う
る
処
な
し
。
此
く
の
ご
と
き
の
学
は

甚

だ
人
を
誤
る
。

つ
い

か

は
な
は

學
者
不A

可C

厭A

事
辭p

勞N

厭A

事
辭A

勞N

清
閑
度A

日N

則
古
人
所A

謂
積A

間
成A

懶N

積A

懶

成A

散N

到
底
終
是
無C

用
處j

如A

此
之
學
甚
誤A

人N

【
訳
】
学
問
を
す
る
人
は
、
仕
事
や
労
働
を
め
ん
ど
う
が
っ
た
り
、
い
や
が
っ
た
り
、
拒
ん
で

は
な
ら
な
い
。
雑
用
を
い
や
が
り
、
働
く
こ
と
を
め
ん
ど
う
が
っ
て
の
ん
び
り
と
日
を
過
ご
し

て
い
る
の
は
、
昔
の
人
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
日
々
の
中
で
怠
け
始
め
、
そ
れ
が
重
な

っ
て
何
事
も
い
い
か
げ
ん
に
な
る
。
こ
う
な
る
と
。
何
の
と
り
え
も
な
く
人
と
し
て
の
使
い
道
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が
な
く
な
る
。
体
を
動
か
し
て
何
か
を
す
る
こ
と
を
め
ん
ど
う
が
っ
た
り
、
働
く
こ
と
を
い
や

が
っ
て
学
問
す
る
人
は
、
人
生
を
誤
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。

九
四

日
用
の
間
、
柴
を
運
び
泉
を
汲
み
、
務
め
て
労
動
の
事
を
為
す
。
柔
懦
は
是

つ
と

じ
ゆ
う
だ

れ
に
因
り
て
嬌
め
ら
れ
、
宴
安
は
是
れ
に
因
り
て
戒
め
ら
れ
、
気
体
は
是
れ
に
因
り
て

よ

た

え
ん
あ
ん

健

に
、
筋
力
は
是
れ
に
因
り
て
固
け
れ
ば
、
則
ち
異
時
家
に
当
り
物
に
接
し
、
災
い

す
こ
や
か

か
た

に
遇
い
変
に
応
ず
る
も
、
固
よ
り
為
し
難
き
こ
と
な
し
。
此
れ
ぞ
是
れ
山
間
の
講
学
教

も
と

養
の
微
意
な
り
。

日
用
之
間N

運A

柴
汲A

泉N

務
爲C
勞
動
之
事j

柔
懦
因A

是
矯N

宴
安
因A

是
戒N

氣
體
因A

是
健

N

筋
力
因A

是
固N

則
異
時
當A

家
接A

物N
遇A
災
應A

變N

固
無C

難A

爲
者j

此
是
山
間
講
學
教
養

之
微
意N

【
訳
】

日
常
か
ら
た
き
木
を
運
ん
だ
り
、
水
を
汲
ん
で
き
た
り
、
進
ん
で
家
の
仕
事
を
す
る
。

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弱
気
は
直
り
、
浮
か
れ
て
遊
び
た
い
気
持
ち
は
戒
め
ら
れ
、
心
身

は
こ
れ
に
よ
っ
て
健
や
か
に
な
り
、
体
は
強
く
な
っ
て
、
い
つ
か
家
の
仕
事
を
継
い
だ
り
、
何

事
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
い
ろ
ん
な
困
難
に
出
会
っ
て
も
や
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
こ
の
山
あ
い
で
学
問
す
る
事
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

九
五

書
を
読
む
と
事
に
応
ず
る
と
、
判
ち
て
二
物
と
為
す
は
、
是
れ
学
者
の
弊
な

わ
か

り
。
古
人
云
わ
ず
や
、
「
事
を
執
り
て
敬
」
と
。
苟
く
も
此
の
処
よ
り
功
夫
を
下
さ
ざ

れ
ば
、

則

ち
仮
令
万
巻
の
書
を
読
破
す
と
も
、
究

竟
更
に
一
字
の
用
処
な
し
。

す
な
わ

た

と

い

き
ゆ
う
き
よ
う

よ
う
し
よ

讀A

書
與A

應A

事N

判
而
爲C

二
物j

是
學
者
之
弊N

古
人
不A

云
乎N

執A

事
敬N

苟
不I

自C

此
處B

下H

功
夫m

則
假
令
讀C

破
萬
巻
之
書j

而
究
竟
更
無C

一
字
用
處j

【
訳
】

書
物
を
読
む
こ
と
と
、
日
常
の
仕
事
を
し
て
い
く
こ
と
を
、
二
つ
に
分
け
て
考
え
る

の
は
、
学
者
の
陥
る
誤
り
で
あ
る
。
昔
の
人
（
孔
子
）
が
言
っ
て
る
で
は
な
い
か
。
「
日
常
の

仕
事
を
す
る
と
き
に
は
、
心
を
込
め
て
慎
ん
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
仕
事
を
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
思
量
を
め
ぐ
ら
し
て
よ
く
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
ら
、
た
と
え
、

沢
山
の
書
物
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
中
の
一
字
と
し
て
役
に
立
つ
こ
と

は
な
い
。
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九
六

机
に
対
す
れ
ば
、
則
ち
筆
硯
斉
整
し
、
食
に
向
か
え
ば
、
則
ち
菜
羹
定
位
あ
り
。

ひ
つ
け
ん
せ
い
せ
い

さ
い
こ
う

臥
起
坐
立
し
、
手
を
挙
げ
歩
を
移
す
、
瑣
屑
微
末
の
間
に
も
、

粛

然
と
し
て
敬
せ
ざ
る

が

き

ざ

り

つ

さ

せ

つ

び

ま

つ

し
ゆ
く
ぜ
ん

な
き
な
り
。
此
れ
ぞ
是
れ
当
下
切
実
、
至
近
至
易
の
学
問
な
り
。
（
九
六)

し

き

ん

し

い

對A

机N
則
筆
硯
齊
整N

向A

食N

則
菜
羹
定A

位N

臥
起
坐
立N

擧A

手N

移A

歩N

瑣
屑
微
末
之
間N

無A

不C

蕭
然
而
敬B

也N

此
是
當
下
切
實
至
近
至
易
之
學
問N

【
訳
】
机
に
向
か
え
ば
、
筆
や
硯
は
き
ち
ん
と
整
え
て
置
き
、
食
卓
に
向
か
え
ば
、
副
食
物
や

お
汁
は
き
ち
ん
と
決
ま
っ
た
所
に
置
く
。
日
常
の
寝
た
り
起
き
た
り
立
っ
た
り
座
っ
た
り
、
手

を
上
げ
た
り
、
歩
い
た
り
す
る
小
さ
な
わ
ず
か
な
こ
と
に
も
、
気
持
を
引
き
締
め
、
大
事
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
今
す
ぐ
に
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
い
、
身
近
で
だ

れ
で
も
取
り
組
め
る
学
問
で
あ
る
。

九
七

山
間
に
今
日
、
学
を
講
ず
る
の
様
子
は
、
即
ち
是
れ
異
時
、
親
に
事
へ
て
蠱
を

つ
か

こ

幹
し
、
君
に
事
へ
て
力
を
效
す
。
終
身
の
功
業
、
成
敗
利
鈍
の
規
模
、
山
人
、
此
れ
を

た
だ

つ
か

い
た

以
つ
て
人
を
鑑

み
、
万
、
其
の
一
を
失
は
ざ
る
な
り
。

か
ん
が

山
間
今
日
講A

學
之
様
子N

卽
是
異
時
事A

親
幹A

蠱N

事A

君
效A

力N

終
身
功
業N
成
敗
利
鈍
之

規
模N

山
人
以A

此
鑒A

人N

萬
不A

失C

其
一B

也N

【
訳
】
こ
の
山
あ
い
で
今
日
も
、
学
問
を
講
義
す
る
の
は
、
将
来
、
親
の
失
敗
を
子
が
つ
く
ろ

い
、
親
が
成
し
え
た
仕
事
を
受
け
継
い
で
よ
く
果
た
す
こ
と
、
ま
た
、
徳
や
知
の
す
ぐ
れ
た
人

に
仕
え
て
力
を
尽
く
す
た
め
で
あ
る
。
一
生
を
終
え
る
ま
で
に
成
し
遂
げ
た
こ
と
や
失
敗
、
う

ま
く
い
っ
た
か
ど
う
か
な
ど
、
わ
た
し
は
人
を
見
て
見
誤
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

九
八

世
の
学
者
は
、
や
や
も
す
れ
ば
す
な
は
ち
謂
へ
ら
く
、
「
専
ら
経
を
治
め
て
、

お
も

史
を
読
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
失
や
迂
」
と
。
此
れ
蓋
し
善
く
経
を
治
め
ざ
る
も
の
な

う

り
。
亦
深
く
聖
人
を
信
ぜ
ざ
る
も
の
な
り
。
夫
れ
聖
人
に
し
て
聡
明
叡
智
な
ら
ざ
れ
ば

則
ち
已
む
。
苟
く
も
聖
人
に
し
て
聴
明
睿
智
な
れ
ば
、
則
ち
豈
に
復
た
専
ら
経
を
治
め

て
迂
に
流
る
る
も
の
あ
ら
ん
や
。
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世
之
學
者N

動
輙
謂N

専
治A

經N

而
不A

讀A

史N

則
其
失
也
迂N

此
蓋
不C

善
治p

經
者
也N

亦
不D

深
信C

聖
人B

者
也N

夫
聖
人
而
不C

聡
明
睿
智B

則
已N

苟
聖
人
而
聡
明
睿
智N

則
豈
復
有I

専
治

A
經
而
流C

於
迂B

者G

哉N

【
訳
】
世
間
の
学
者
は
、
や
や
も
す
れ
ば
「
専
ら
経
書
だ
け
を
治
め
て
、
歴
史
書
を
読
ま
な
け

れ
ば
、
そ
の
欠
点
は
ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
者
は
、
大
概
十
分
に
経
書
を
治
め
て
い
な
い
者
で
あ
る
。
又
深
く

聖
人
を
信
じ
て
い
な
い
者
で
あ
る
。
聖
人
は
聡
明
で
叡
智
が
な
け
れ
ば
、
聖
人
で
は
な
い
。
聖

人
が
聡
明
で
叡
智
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
四
書
五
経
を
治
め
て
、
遠
回
り
し
て
回
り
く
ど
く

な
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。

9
9
(
1
6
0
9
0
3
)

九
九

頼
子
成
の
画
一
幅
、
此
れ
ぞ
是
れ
子
成
の
崎
陽

僑

居
中
に
作
り
し
と
こ
ろ
な
り
。

ら
い

し

せ

い

き

よ
う
き
よ
う
き
よ

上
頭
に

自

ら
其
の
、
意
に
称
ふ
を
題
す
。
蓋
し
子
成
、
鎮
西
に
遊
び
し
と
き
、
甚
だ
耶

み
ず
か

か
な

し
る

や

馬
渓
の

勝

を
賞
す
。
則
ち
此
の
画
く
所
の
奇
峰
の
、
天
を
突
く
の
勢
ひ
、
む
し
ろ
其
の

ば

け
い

し
よ
う

き

ほ
う

当
時
曽
つ
て
見
し
所
の
も
の
か
。
明
窓
の
下
、
酒
に
乗
じ
毫
を
揮
ひ
、
以
つ
て
一
時
の

か

ご
う

ふ
る

興

を
遣
り
、
こ
れ
を
世
間
に
伝
ふ
。
極
め
て
把
玩
す
る
に
勝
ふ
。

き
よ
う

や

は

が

ん

た

頼
子
成
畫
一
幅N

比
是
子
成
崎
陽
僑
居
中
所A

作N

上
頭
自
題C

其
稱p

意N

蓋
子
成
遊C
鎮
西j

甚

賞C

耶
馬
渓
之
勝j

則
此
所A

畫
奇
峯
突A

天
之
勢N

無I

乃
其
當
時
所C

曾
見B

者G

乎N

明
窻
之
下

N

乗A

酒
揮A

毫N

以
遺C

一
時
之
興j

傳C

之
世
間j

極
勝C

把
翫j

【
訳
】
頼
子
成
（
江
戸
時
代
の
儒
者
）
の
絵
の
一
つ
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
子
成
が
長
崎
の
崎
陽

で
の
旅
住
ま
い
の
時
に
宿
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
上
頭
に
は
自
分
の
思
い
に
か
な
っ
た
も
の

だ
と
記
し
て
あ
る
。
お
そ
ら
く
子
成
が
、
鎮
西
で
学
ん
で
い
た
と
き
に
、
耶
馬
溪
の
す
ば
ら
し

い
景
勝
に
感
嘆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
絵
の
珍
し
い
形
の
峰
が
天
を
突
く
勢
い

で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
見
た
と
こ
ろ
の
も
の
だ
ろ
う
。
開
け
放
た
れ
た
窓
の
下
で
酒

を
飲
み
、
心
の
ま
ま
に
筆
を
ふ
る
い
絵
を
描
き
、
ひ
と
と
き
の
癒
や
し
を
味
わ
い
つ
つ
作
品
を

世
に
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
。
味
わ
い
深
く
賞
賛
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
素
晴
ら
し
い
絵
で
あ
る
。
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一
〇
〇

人
は
智
あ
ら
ざ
る
な
き
な
り
。
而
し
て
こ
れ
を
用
ふ
れ
ば
則
ち
明
ら
か
に
、

用
ひ
ざ
れ
ば
則
ち
暗
し
。

人
無A
不A
有A

智
也N

而
用A

之
則
明N

不A

用
則
暗N

【
訳
】
人
に
は
知
恵
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
使
え
ば
物
事
が
明
ら
か
に

な
り
、
使
わ
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
迷
う
の
だ
。

一
〇
一

寒
を
忍
び
苦
を
忍
び
、
毎
夜
孤
燈
の
下
に
就
い
て
、
孜
孜
と
し
て
書
を
読
む
。

し

し

極
め
て
其
の
志
あ
る
を
見
る
。

忍A

寒
忍A

苦N

毎
夜
就C

孤
燈
之
下j

孜
々
讀A

書N

極
見C
其
有p

志N

【
訳
】
寒
さ
に
耐
え
、
苦
労
を
忍
ん
で
、
毎
晩
一
人
灯
火
の
も
と
で
、
静
か
に
一
心
に
書
物
を

読
む
。
こ
う
い
う
姿
勢
に
学
に
志
す
気
概
を
感
じ
る
。

一
〇
二

仁
義
よ
り
拡
め
て
こ
れ
を
充
た
せ
ば
、
則
ち
尭

舜
の
事
と
い
へ
ど
も
、
亦

ぎ
よ
う
し
ゆ
ん

吾
が
分
内
な
り
。

自C

仁
義B

擴
而
充A

之N

則
雖C

堯
舜
之
事j

亦
吾
分
内
也N

【
訳
】
仁
義
を
世
の
中
に
広
め
て
そ
う
い
う
世
の
中
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
尭

舜
の
時
代
の
こ

ぎ
よ
う
し
ゆ
ん

と
だ
と
言
う
が
、
今
自
分
も
目
指
し
て
い
る
こ
と
だ
。

一
〇
三

「
易
」
は
以
つ
て
天
下
の
疑
を
断
じ
て
、
以
つ
て
天
下
の
務
を
成
す
。

「
書
」
は
以
つ
て
万
古
経
済
の
大
法
を
垂
る
。
「
詩
」
は
則
ち
人
情
物
理
の
繊

悉

く
遺

せ
ん
こ
と
ご

の
こ

す
な
し
。
「
礼
」
は
則
ち
規
矩
厳
正
、
物
、
こ
れ
を
則
と
為
す
。
「
春
秋
」
は
則
ち
名

き

く
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分
を
明
ら
か
に
し
、
僣
乱
を
匡
し
、
以
つ
て
綱

常
を
既
滅
に
存
す
。
凡
そ
天
下
の
事
、

せ
ん
ら
ん

た
だ

こ
う
じ
よ
う

き

め

つ

網
羅
周
詳
、
端
委
曲

尽
す
。
聖
賢
の
能
事
畢
れ
り
と
謂
ふ
べ
し
。

も
う
ら
し
ゆ
う
し
よ
う

た

ん

い

き
よ
く
じ
ん

の

う

じ

お
わ

易
以
斷C

天
下
之
疑j

以
成C

天
下
之
務j

書
以
埀C

萬
古
經
濟
之
大
法j

詩
則
人
情
物
理
纖
悉
莫

A

遺N
禮
則
規
矩
嚴
正N

物
爲C

之
則j

春
秋
則
明C

名
分j

匡C

僣
亂j

以
存C

綱
常
於
既
滅j

凡
天

下
之
事N

網
羅
周
詳N

端
委
曲
盡N

可A

謂C

聖
賢
之
能
事
畢B

矣

【
訳
】
「
易
経
」
は
天
下
万
民
の
疑
問
を
解
決
し
、
そ
の
な
す
べ
き
務
め
を
成
就
さ
せ
る
。

「
書
経
」
は
、
世
を
治
め
民
を
救
う
普
遍
的
な
法
を
述
べ
る
。
「
詩
経
」
は
人
の
情
、
物
の
性

質
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
細
や
か
に
表
現
す
る
。
「
礼
記
」
は
、
厳
正
な
規
則
を
示
し
て
お
り
、

万
物
は
こ
の
規
則
に
従
っ
て
い
る
。
「
春
秋
」
は
、
人
の
身
分
地
位
と
そ
の
守
る
ベ
キ
本
分
を

明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
逸
脱
し
て
秩
序
を
乱
す
こ
と
を
正
し
、
綱
常
を
い
つ
ま
で
も
保
ち
今
に

伝
え
蘇
ら
せ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
世
の
中
の
全
て
を
残
ら
ず
集
め
細
部
ま
で
詳
し
く
説
き

尽
く
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
身
に
つ
け
て
、
聖
賢
は
、
そ
の
為
す
べ
き
と
こ
ろ
を
す
べ
て
為
し

終
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
〇
四

学
ぶ
者
経
を
治
め
て
、
看
得
て
爛

熟
す
れ
ば
、
力
を
得
る
所
あ
り
。
推
し
て

ら
ん
じ
ゆ
く

史
に
及
べ
ば
、
則
ち
平
生
見
る
所
の
理
、
一
一
こ
れ
を
千
古
の
事
変
に

徴

す
る
こ
と
、

ち
よ
う

亀
卜
数
計
の
ご
と
く
、
毫
髪
も
差
は
ず
。
而
る
後
、
吾
の
知
識
は
精
達
磨
錬
し
、

益

ご
う
は
つ

た
が

せ
い
た
つ

ま

れ

ん

ま
す
ま
す

自
ら
信
ず
る
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
あ
り
。
異
時
、
挙
げ
て
こ
れ
を
家
国
天
下
に
措
か
ば
、
則

あ
げ

お

ち
沛
然
と
し
て

礙

な
く
、
綽

然
と
し
て
余
り
あ
ら
ん
。
功
成
り
名
立
ち
、
必
定
朽
ち

は
い
ぜ
ん

さ
ま
た
げ

し
や
く
ぜ
ん

ざ
ら
ん
。
是
れ
古
来
賢
人
君
子
の
学
を
為
す
ゆ
ゑ
ん
の
も
の
な
り
。

學
者
治A

經N

看
得
爛
熟N

有A

所A

得A

力N

推
而
及A

史N

則
平
生
所A

見
之
理N

一
々
徴C

之
於
千

古
之
事
變j

龜
卜
數
計N

不A

差C

毫
髪j

而
後
吾
之
知
識
精
達
磨
錬N

益
有I

所C

以
自
信B

者m

異

時
擧
而
措C

之
家
國
天
下j

則
沛
然
無A

礙N

綽
然
有A

餘N

功
成
名
立N

必
定
不A

朽N

是
古
来
賢

人
君
子
之
所C

以
爲p

學
者
也N

【
訳
】
学
問
す
る
者
は
、
四
書
五
経
を
習
得
し
て
、
さ
ら
に
よ
く
読
ん
で
理
解
し
て
い
け
ば
、
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自
分
の
力
と
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
進
め
て
歴
史
書
を
及
ん
で
、
平
生
の
出
来
事
の
根
本
を
、

一
つ
一
つ
を
長
い
歴
史
の
中
の
事
例
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
が
明
確
と
な
り
、
少
し
も

間
違
う
と
こ
ろ
な
い
。
そ
う
し
て
、
自
分
の
知
識
を
細
か
く
磨
き
を
か
け
れ
ば
、
ま
す
ま
す
自

信
も
深
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
将
来
、
こ
れ
を
天
下
国
家
の
こ
と
に
置
き
か
え
て
み
れ
ば
、

す
っ
き
り
と
し
て
妨
げ
る
も
の
も
な
く
余
裕
す
ら
出
て
く
る
。
学
ぶ
人
は
、
成
功
を
修
め
、
朽

ち
る
こ
と
が
な
い
。
昔
か
ら
賢
人
君
子
が
学
問
を
す
る
の
は
、
こ
の
た
め
だ
。

一
〇
五

歳
已
に
晩
に
向
ふ
。
終
年
の
為
す
所
を
回
顧
す
る
に
、
悠
悠
忽
忽
、
大
抵
多

す
で

ゆ
う
ゆ
う
こ
つ
こ
つ

く
は
夢
中
よ
り
過
ぐ
。
今
歳
此
く
の
ご
と
く
、
明
歳
又
此
く
の
ご
と
し
。
此
の
生
、
将

こ
ん
さ
い

か

は

た
何
の
成
す
所
ぞ
。
こ
れ
を
懐
へ
ば
慨
然
と
し
て
、
覚
え
ず
涙
下
る
。

お
も

が
い
ぜ
ん

歳
已
向A

晩N

囘C

顧
終
年
之
所A

爲N

悠
々
忽
々N

大
抵
多
自C

夢
中B

過N

今
歳
如A

此N

明
歳
又

如A

此N

此
生
將
何
所A

成N

懐A

之
慨
然N

不A

覺
涙
下N

【
訳
】
歳
は
も
う
老
年
に
な
っ
て
き
た
。
生
涯
し
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ろ
く

ろ
く
仕
事
も
し
な
い
で
の
ん
び
り
と
過
ご
し
、
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
は
夢
の
中
の
こ
と
の
よ
う
に

過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
年
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
来
年
も
ま
た
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
て
生
き
て
い
て
、
何
が
で
き
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
を
思
う
と
、
悲
し
く
嘆
く
ば
か
り
で
、

思
わ
ず
涙
が
落
ち
る
。

一
〇
六

日
暖
く
雪
消
え
、
風
気
微
和
た
り
。
南
窓
の
下
、
坐
し
て
悠
然
の
思
ひ
あ
り
。

辛
酉

し
ん
ゆ
う

日
暖
雪
消
風
氣
微
和N

南
窓
窻
下N

坐
有C

悠
然
之
思j

辛
酉

【
訳
】
陽
光
が
暖
か
く
な
っ
て
雪
が
消
え
、
風
も
穏
や
か
に
な
っ
て
き
た
。
南
側
の
窓
際
に
座

っ
て
悠
然
と
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
。

文
久
元
年
（
一
八
六
一
）(

歳)

。

48

一
〇
七

盤
中
に
梅
を
植
え
、
寒
を
避
け
暖
に
就
か
し
む
。
一
冬
の
間
、
意
を
著
け
て

つ
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こ
れ
を
養
へ
ば
、
則
ち
其
の
花
を
発
す
る
早
し
。

乃

ち
造
化
の
為
と
い
へ
ど
も
、
亦
以

す
な
わ

い

つ
て
培
養
の
闕
く
べ
か
ら
ざ
る
を
見
る
な
り

か

盤
中
植A

梅N

避A

寒
就A

暖N

一
冬
之
間N

著A

意
養A

之N

則
其
發A

花
也
早N

乃
雖C

造
化
之

爲j
而
亦
以
見C

培
養
之
不p

可A

闕
也

【
訳
】
水
盤
に
梅
を
活
け
、
寒
さ
を
避
け
て
暖
か
な
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く
。
冬
の
間
気
持
ち

を
こ
め
て
養
生
す
れ
ば
、
梅
の
花
の
開
花
が
早
く
な
る
。
花
が
咲
く
の
は
自
然
の
為
す
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
草
木
を
養
い
育
て
る
に
は
、
こ
の
よ
う
に
気
持
ち
を
こ
め
て
養
生
す
る
こ
と
が
欠

か
せ
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

一
〇
八

其
の
花
や
清
冷
、
其
の
香
や
幽
遠
な
り
。
こ
れ
を
百
草
凡
卉
の
中
に
錯
け
ば
、

せ
い
れ
い

は

ん

き

お

迥
然
と
し
て

自

ら
其
の
品
の
同
じ
か
る
べ
か
ら
ざ
る
を
覚
ゆ
る
な
り
。

か
い
ぜ
ん

お
の
ず
か

其
花
也
清
冷N

其
香
也
幽
遠N

錯C

之
乎
百
草
凡
卉
之
中j

迥
然
覺
自
覺C

其
品
之
不p

可A

同
也N

【
訳
】
そ
の
花
は
す
が
す
が
し
く
、
そ
の
香
り
は
落
ち
着
い
て
い
て
奥
深
い
。
そ
れ
を
た
く
さ

ん
の
草
花
の
中
に
置
け
ば
、
永
遠
の
も
の
を
感
じ
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
思
え

て
く
る
。

一
〇
九

炉
中
炭
を
焼
き
、
泉
を
汲
み
茗
を
煎
じ
山
妻
稚
児
相
集
ひ
て
情
話
す
れ
ば
、

め
い

さ
ん
さ
い

ち

じ

あ
い
つ
ど

未
だ
牲
を
割
き
鮮
を
撃
つ
の
楽
み
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
亦
幸
に
分
離
睽
絶
の
憂
ひ
無

せ
い

さ

せ
ん

け
い
ぜ
つ

し
。
此
れ
ぞ
是
れ
山
間
逸
入
の
清
福
な
り
。
豈
に
以
つ
て
天
公
の
賜
に
謝
せ
ざ
ら
ん
や
。

い
つ
じ
ん

爐
中
焼A

炭N

汲A

泉
煎A

茗N

山
妻
稚
兒
相
集
情
話N

雖A

未A

有C

割A

牲
撃A

鮮
之
楽j

而
亦
幸
無

C

分
離
睽
絶
之
憂j

此
是
山
間
逸
人
之
清
福N

豈
不D

以
謝C

天
公
之
賜B

也
乎
哉N

【
訳
】
囲
炉
裏
に
炭
を
燃
や
し
、
泉
か
ら
水
を
汲
み
、
茶
を
煎
じ
、
妻
子
相
集
い
、
心
の
こ
も
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っ
た
話
し
を
す
れ
ば
、
未
だ
食
膳
に
用
い
る
動
物
の
新
鮮
な
肉
を
食
べ
る
楽
し
み
は
な
い
け
れ

ど
、
幸
せ
な
こ
と
に
家
族
の
心
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
心
配
は
な
い
。
こ
れ
こ
そ
、
山
間
で
世

を
逃
れ
る
よ
う
に
住
ん
で
い
る
者
の
清
ら
か
な
幸
福
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
大
い
な
る
も
の
の

恵
み
に
感
謝
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
い
や
感
謝
し
て
い
る
。

一
一
〇

毎
旦
、
鶏
鳴
き
て
起
き
、
香
を
焚
き
宴
坐
し
、
床
に
対
し
て
書
を
読
み
、
時
に
随
ひ

ま
い
た
ん

た

え

ん

ざ

て
警
省
し
、
処
に
随
い
ひ
て
進
取
し
、
以
つ
て
日
暮
に
至
る
。
古
人
云
は
ず
や
「
善
を
為
す
こ

と
最
も
楽
し
」
と
。
誠
な
る
か
な
此
の
言
や
。

毎
旦
鷄
鳴
而
起N

焚A

香
宴
坐N

對A

床
讀A
書N
隨A

時
警
省N

隨A

處
進
取N

以
至D

日
暮j

古
人
不

A

云
乎N

爲A

善
最
楽N

誠
哉
此
言
也N

【
訳
】
毎
朝
、
鶏
が
鳴
い
て
起
き
、
香
を
焚
い
て
く
つ
ろ
い
で
坐
り
、
床
の
間
に
向
か
っ
て
書

物
を
読
み
、
そ
の
時
々
自
分
を
省
み
、
ど
こ
で
で
も
自
分
か
ら
進
ん
で
善
を
追
求
し
、
そ
し
て

夕
方
に
な
る
。
孔
子
が
言
っ
て
い
る
。
「
善
を
為
す
事
こ
そ
最
も
楽
し
い
こ
と
だ
」
と
。
こ
の

言
葉
は
、
本
当
の
こ
と
だ
。

s
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