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『
列
子
』
華
胥
国
説
話
と
中
井
履
軒
『
華
胥
国
物
語
』

福　

田　

一　

也

一　

序
言

　

大
阪
懐
徳
堂
の
第
四
代
学
主
で
あ
る
中
井
竹
山
の
弟
と
し
て
生

ま
れ
た
中
井
履
軒
は
、
三
十
六
歳
の
と
き
懐
徳
堂
を
離
れ
、
私
塾

水
哉
館
を
営
む
。
そ
し
て
四
十
八
歳
（
安
永
九
年
［
一
七
八
〇
］）

の
と
き
、
米
屋
町
（
南
本
町
一
丁
目
）
の
荒
廃
し
た
借
家
に
移
り

住
み
、
そ
の
一
室
の
入
り
口
に
「
華
胥
国
門
」
と
い
う
額
を
掲
げ

た（
１
）

。
華
胥
国
と
は
、
伝
説
の
帝
王
で
あ
る
黄
帝
が
夢
の
中
で
訪
れ

た
理
想
郷
で
あ
り
、『
列
子
』
黄
帝
篇
に
そ
の
説
話
が
み
え
る
。

こ
の
借
家
の
一
室
を
華
胥
国
に
擬
え
た
履
軒
は
、
み
ず
か
ら
「
華

胥
国
王
」
を
名
乗
る（

２
）

。
華
胥
国
に
つ
い
て
履
軒
は
か
な
り
思
い
入

れ
が
あ
る
ら
し
く
、
そ
の
名
を
冠
す
る
著
書
に
、
本
稿
で
取
り
あ

げ
る
『
華
胥
国
物
語
』
を
は
じ
め
、『
華
胥
国
暦
』・『
華
胥
囈
語
』・

『
華
胥
国
歌
合
』
な
ど
が
あ
る
。

　
『
華
胥
国
物
語
』
に
関
し
て
山
中
浩
之
氏
は
、「
経
世
」
の
書
、

す
な
わ
ち
世
を
経お

さ

め
る
書
と
位
置
づ
け
て
い
る（

３
）

。
本
書
は
物
語
と

い
う
形
式
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
履
軒
が
理
想
と
す

る
服
飾
制
度
を
は
じ
め
、
教
育
制
度
や
均
田
制
度
、
及
び
新
田
開

発
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
単
な
る
お
と
ぎ
話
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
物
語
中
に
み
え
る
個
別
の
制
度
改
革

に
つ
い
て
は
、
履
軒
の
経
済
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
、
既
に
い
く

つ
か
の
論
考
が
あ
る（

４
）

。
た
だ
し
、
例
え
ば
均
田
制
に
関
し
て
は
、

履
軒
の
著
作
中
に
『
均
田
茅
議
』
な
ど
の
専
論
も
あ
り
、
必
ず
し

も
こ
れ
を
物
語
と
し
て
提
示
す
る
必
要
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
履
軒
は
わ
ざ
わ
ざ
か
か
る
形
式
を
用
い
て
持
論
を
展
開
し
て

い
る
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、華
胥
国
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る『
列

子
』
の
華
胥
国
説
話
で
あ
る
。『
列
子
』
の
華
胥
国
と
履
軒
の
そ

れ
と
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
興
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味
深
い
問
題
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
意
外
に
も
、
両
者
を
正
面
か
ら

比
較
検
討
す
る
と
い
っ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
両
者
の
提
示
す
る
華
胥
国
が
あ
ま
り
似
て
い
な
い
こ
と

に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

　

履
軒
の
『
華
胥
国
物
語
』
を
見
る
限
り
、
そ
の
中
に
『
列
子
』

の
思
想
的
影
響
は
看
取
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
華
胥
国
の

所
在
や
そ
こ
へ
至
る
方
法
な
ど
に
関
し
て
は
、『
華
胥
国
物
語
』

も
『
列
子
』
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
お
り
、
履
軒
も
一
応
は
『
列
子
』

の
華
胥
国
説
話
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。と
す
れ
ば
、

そ
の
描
き
方
に
も
何
ら
か
の
影
響
が
み
え
そ
う
な
も
の
だ
が
、
両

者
は
こ
の
点
に
関
し
て
も
大
き
な
異
な
り
を
み
せ
て
い
る
。『
列

子
』で
は
、
完
成
さ
れ
た
理
想
郷
と
し
て
の
華
胥
国
が
示
さ
れ
る
。

一
方
で
、
履
軒
の
提
示
す
る
華
胥
国
は
、
決
し
て
完
成
さ
れ
た
理

想
郷
で
は
な
い
。
ど
こ
に
で
も
存
在
し
そ
う
な
一
地
方
が
、
理
想

郷
へ
と
変
貌
す
る
さ
ま
を
中
心
に
叙
述
し
て
い
る
。
思
想
内
容
は

異
な
る
と
し
て
も
、
履
軒
も
『
列
子
』
と
同
じ
く
、
完
成
体
と
し

て
の
華
胥
国
を
描
く
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、

履
軒
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
異
な
る
描
き
方
に
こ
そ
、
履

軒
が
本
書
を
通
じ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
真
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。

　

こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
列
子
』
華
胥

国
説
話
と
中
井
履
軒
『
華
胥
国
物
語
』
に
つ
い
て
、
物
語
構
成
の

面
か
ら
比
較
分
析
を
行
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
を
も
と
に
、
履
軒

が
『
華
胥
国
物
語
』
を
著
作
し
た
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

と
思
う
。

　

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
に
所

蔵
さ
れ
る
中
井
履
軒
『
華
胥
国
物
語
』（
手
稿
本
）
の
影
印
本
を

使
用
す
る
こ
と
と
す
る（

５
）

。

二　
『
列
子
』
華
胥
国
説
話
の
内
容
と
分
析

　
『
列
子
』
黄
帝
篇
に
み
え
る
「
華
胥
国
説
話
」
は
、
①
黄
帝
即

位
後
の
治
政
、
②
黄
帝
が
夢
で
訪
れ
た
華
胥
国
の
様
子
、
③
夢
か

ら
覚
め
た
後
の
黄
帝
の
治
政
、
以
上
の
三
つ
の
場
面
で
構
成
さ
れ

る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
三
段
に
分
け
て
、
そ
の
内
容
を
み
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

　

①
黄
帝
即
位
後
の
治
政

黄
帝
即
位
す
る
こ
と
十
有
五
年
、天
下
の
己
を
戴
く
を
喜
び
、

正
命
を
養
い
、
耳
目
を
娯
し
ま
せ
、
鼻
口
に
供
す
も
、
焦
然

と
し
て
肌
色
は
皯
黣
し
、
昏
然
と
し
て
五
情
は
爽
惑
す
。
又

た
十
有
五
年
、
天
下
の
治
ら
ざ
る
を
憂
え
、
聡
明
を
竭
く
し
、

智
力
を
進
め
、
百
姓
を
営お

さ

む
る
も
、
焦
然
と
し
て
肌
色
は
皯

黣
し
、
昏
然
と
し
て
五
情
は
爽
惑
す
。
黄
帝
乃
ち
喟
然
と
し
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て
讃た

ん

じ
て
曰
く
、「
朕
の
過
ち
や
淫ふ

か

し
。
一
己
を
養
わ
ん
と

す
る
も
其
の
患う

れ

い
は
此
の
如
く
、
万
物
を
治
め
ん
と
す
る
も

其
の
患
い
は
此
の
如
し
」と
。
是
に
於
い
て
万
機
を
放
ち
て
、

宮
寝
に
舍
し
、
直
侍
を
去
り
、
鐘
懸
を
徹
し
、
廚
膳
を
減
じ
、

退
き
て
大
庭
の
館
に
間
居
し
、
心
を
斎
し
形
を
服と

と
のえ

て
、
三

月
政
事
を
親
し
く
せ
ず
。

　

第
一
段
で
は
、
黄
帝
の
即
位
後
に
お
け
る
治
政
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
る
。
即
位
か
ら
十
五
年
、
黄
帝
は
天
下
の
人
々
か
ら
天
子
に

推
戴
さ
れ
た
こ
と
に
得
意
と
な
り
、
耳
目
鼻
口
な
ど
の
感
覚
器
官

を
満
足
さ
せ
、
自
己
の「
正
命
」（
性
命
）を
養
う
こ
と
に
務
め
た
。

こ
れ
は
、
一
個
人
の
身
体
を
養
う
と
い
う
養
生
思
想
の
実
践
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
身
体
は
や
つ
れ
て
肌
の
色
は
黒
々
と
し
、

五
官
は
乱
れ
に
み
だ
れ
る
と
い
っ
た
有
り
様
と
な
っ
た
。
ま
た
、

次
の
十
五
年
、
黄
帝
は
天
下
が
治
ま
ら
な
い
こ
と
を
心
配
し
、
聡

明
な
耳
目
や
卓
越
し
た
知
力
・
体
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
民
を
治

め
よ
う
と
し
た
。
今
度
は
、
自
己
で
は
な
く
、
外
物
（
自
分
以
外

の
他
者
と
し
て
の
万
物
）を
治
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

や
は
り
同
様
に
心
身
を
疲
弊
さ
せ
る
だ
け
の
徒
労
に
終
わ
る
。
自

己
を
養
う
こ
と
も
万
物
を
治
め
る
こ
と
も
過
ち
で
あ
っ
た
と
悟
っ

た
黄
帝
は
、
全
て
を
止
め
て
宿
舎
に
籠
も
り
、
心
を
清
め
身
を
整

え
る
こ
と
に
専
念
し
、
三
ヶ
月
も
の
間
、
政
務
を
放
棄
す
る
。

　

②
黄
帝
が
夢
で
訪
れ
た
華
胥
国
の
様
子

昼
寝
ね
て
夢
み
、
華
胥
氏
の
国
に
遊
ぶ
。
華
胥
氏
の
国
は
弇

州
の
西
・
台
州
の
北
に
在
り
。
斯
れ
斉
国
の
幾
千
万
里
な
る

か
を
知
ら
ず
。
蓋
し
舟
車
足
力
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
神
游
の

み
。

其
の
国
に
師
長
無
く
、
自
然
の
み
。
其
の
民
に
嗜
慾
無
く
、

自
然
の
み
。
生
を
楽
し
む
を
知
ら
ず
、
死
を
悪に

く

む
を
知
ら
ず
。

故
に
夭
殤
無
し
。
己
に
親
し
む
を
知
ら
ず
、
物
を
疏
ん
ず
る

を
知
ら
ず
。
故
に
愛
憎
無
し
。
背
逆
を
知
ら
ず
、
向
順
を
知

ら
ず
。
故
に
利
害
無
し
。
都す

べ

て
愛
惜
す
る
所
無
く
、
都
て
畏

忌
す
る
所
無
し
。
水
に
入
る
も
溺
れ
ず
、
火
に
入
る
も
熱や

け

ず
。
斫
撻
す
る
も
傷
痛
無
く
、
指
擿
す
る
も
痟
癢
無
し
。
空

に
乗
ず
る
こ
と
実
を
履
む
が
如
く
、
虚
に
寝ふ

す
こ
と
床
に
処

る
が
若
し
。
雲
霧
も
其
の
視
を
硋

さ
ま
たげ

ず
。
雷
霆
も
其
の
聴
を

乱
さ
ず
。
美
悪
も
其
の
心
を
滑み

だ

さ
ず
。
山
谷
も
其
の
歩
を
躓つ

ま

づ
か
し
め
ず
。
神
行
の
み
。

　

第
二
段
は
、
夢
の
中
で
黄
帝
が
華
胥
国
を
遊
行
す
る
場
面
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
ま
ず
華
胥
国
の
所
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
華
胥

国
は
「
弇
州
の
西
・
台
州
の
北
」
に
位
置
す
る
が
、「
斉
国
（
中
国
）

の
幾
千
万
里
な
る
か
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
華
世
界
と

は
途
方
も
な
く
離
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
場
所
は
、「
蓋
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し
舟
車
足
力
の
及
ぶ
所
に
非
ず
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
徒
歩

は
も
と
よ
り
、
船
や
車
な
ど
の
乗
り
物
を
駆
使
し
て
も
到
達
不
可

能
な
場
所
と
さ
れ
る
。
で
は
、
黄
帝
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
華

胥
国
に
辿
り
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
神
游
の
み
」
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
精
神
に
よ
る
遊
行
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
夢
の
中
で
黄
帝
の
精
神
は
肉
体
を
離
れ
て
自
由
と
な
り
、
幾

千
万
里
彼
方
の
華
胥
国
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
以
下
で
は
、
華
胥
国
の
様
子
が
描
写
さ
れ
る
。
ま
ず
注

目
す
べ
き
は
、
華
胥
国
の
統
治
体
制
で
あ
る
。「
其
の
国
に
師
長

無
く
、
自
然
の
み
」と
あ
る
よ
う
に
、
華
胥
国
に
は「
師
」や「
長
」

と
い
っ
た
区
別
が
存
在
し
な
い
。「
師
」（
先
生
）
が
存
在
し
な
け

れ
ば
、「
徒
」（
生
徒
）
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
は
賢

愚
の
区
別
が
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、「
長
」
が
存
在

し
な
い
と
は
、
上
下
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は

身
分
的
序
列
の
な
い
社
会
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
状

態
は「
自
然
の
み
」と
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
華
胥
国
の
人
々

は
人
間
が
人
為
的
な
区
別
を
行
う
以
前
の
本
来
的
な
あ
り
方（「
自

然
」）
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て

注
目
さ
れ
る
の
が
、「
華
胥
氏
の
国
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
華

胥
国
は
、
華
胥
氏
が
統
治
す
る
国
の
よ
う
だ
が
、「
華
胥
の
君
」

や
「
華
胥
国
王
」
と
は
呼
ば
れ
ず
、
た
だ
「
華
胥
氏
」
と
の
み
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
華
胥
国
に
は
身
分
の
上
下
が
存
在
し
な

い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

続
け
て
「
其
の
民
に
嗜
慾
無
く
、
自
然
の
み
」
と
、
華
胥
国
の

民
に
は
欲
望
が
無
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
示
さ
れ

て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
も
「
自
然
の
み
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
華
胥
国
の
民
は
利
害
と
い
っ
た
価
値
判
断
を
行
わ
な
い
素
朴

で
原
初
的
な
状
態
（「
自
然
」）
を
保
持
し
て
い
る
た
め
、
欲
望
を

持
た
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
物
事
の
価
値
判
断
は
も
と
よ
り
、

物
の
区
別
す
ら
行
わ
な
い
と
い
う
の
は
、『
荘
子
』
な
ど
に
よ
く

み
え
る
万
物
斉
同
の
思
想
で
あ
る（

６
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
描
写
さ

れ
て
い
る
の
は
、
万
物
斉
同
の
思
想
的
理
想
が
達
成
さ
れ
た
世
界

で
あ
り
、
以
下
で
も
こ
の
思
想
が
実
現
さ
れ
た
世
界
と
し
て
の
民

の
様
子
が
語
ら
れ
る
。

　
「
生
を
楽
し
む
を
知
ら
ず
、
死
を
悪
む
を
知
ら
ず
」
と
は
、
生

を
好
み
死
を
悪
む
と
い
っ
た
価
値
判
断
は
も
と
よ
り
、
生
死
の
区

別
す
ら
行
わ
な
い
こ
と
を
い
う
。し
た
が
っ
て
、「
故
に
夭
殤
無
し
」

と
、
若
死
に
（「
夭
殤
」）
と
い
う
観
念
す
ら
存
在
し
な
い
。
以
下

も
同
様
で
あ
る
。「
己
に
親
し
む
を
知
ら
ず
、
物
を
疏
ん
ず
る
を

知
ら
ず
」
と
、
自
己
と
物
（
外
物
）
と
を
区
別
し
な
い
の
で
、
自

分
を
愛
し
物
を
疎
む
こ
と
も
な
く
、そ
の
結
果
、「
故
に
愛
憎
無
し
」

と
い
う
状
態
に
至
る
。
ま
た
、「
背
逆
を
知
ら
ず
、
向
順
を
知
ら
ず
。

故
に
利
害
無
し
」
と
、
何
か
に
順
っ
た
り
逆
ら
っ
た
り
す
る
こ
と

が
な
い
た
め
、
利
害
の
対
立
も
起
こ
ら
な
い
。
万
物
に
区
別
を
設
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け
な
い
万
物
斉
同
の
境
地
に
立
て
ば
、「
都す

べ

て
愛
惜
す
る
所
無
く
、

都
て
畏
忌
す
る
所
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
何
か
に
対
し
て
「
愛

惜
」・「
畏
忌
」
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
は
、
斉
物
論
的
な
思
考
が
も
た
ら
す
精
神
世
界
の
有
り
様

で
あ
っ
た
が
、
以
下
で
は
、
そ
れ
が
身
体
的
に
も
常
人
離
れ
し
た

能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
「
水
に
入
る
も
溺
れ
ず
、
火
に
入
る
も
熱
け
ず
」
と
、
華
胥
国

の
民
は
水
火
を
も
の
と
も
せ
ず
、
ま
た「
斫
撻
す
る
も
傷
痛
無
く
、

指
擿
す
る
も
痟
癢
無
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
切
っ
た
り
（「
斫
撻
」）

引
っ
掻
い
た
り
（「
指
擿
」）
し
て
も
傷
つ
く
こ
と
は
な
い
。「
空

に
乗
ず
る
こ
と
実
を
履
む
が
如
く
、
虚
に
寝ふ

す
こ
と
床
に
処
る
が

若
し
」
と
、
空
中
を
歩
き
回
っ
た
り
、
虚
空
に
横
た
わ
る
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、「
山
谷
も
其
の
歩
を
躓
づ
か
し
め
ず
」
と
、
峻
険

な
山
谷
も
歩
行
の
邪
魔
と
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
雲
霧
も
其

の
視
を
硋

さ
ま
たげ

ず
。
雷
霆
も
其
の
聴
を
乱
さ
ず
」の
よ
う
に
、「
雲
霧
」

や「
雷
霆
」で
も
そ
の
視
力
や
聴
力
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
美

悪
」
に
も
「
其
の
心
を
滑
さ
」
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
神
行
の
み
」

と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
華
胥
国
の
人
々
は
、
神
業
的
な
身
体
能

力
を
有
す
る
の
で
あ
る（

７
）

。

　

要
す
る
に
第
二
段
で
は
、
万
物
斉
同
の
境
地
が
達
成
さ
れ
た
世

界
と
し
て
の
民
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

③
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
黄
帝
の
治
政

黄
帝
既
に
寤
め
、
怡い

ぜ
ん然

と
し
て
自
得
す
。
天
老
・
力
牧
・
太

山
稽
を
召
し
、
之
に
告
げ
て
曰
く
、「
朕
は
間
居
す
る
こ
と

三
月
。
心
を
斎
し
形
を
服と

と
のえ

、
以
て
身
を
養
い
物
を
治
む
る

の
道
有
ら
ん
こ
と
を
思
う
も
、
其
の
術
を
獲え

ず
。
疲
れ
て
睡

り
、
夢
み
る
所
は
此
の
若
し
。
今
、
至
道
の
情
を
以
て
求
む

る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
朕
は
之
を
知
る
。
朕
は
之
を
得
。

而
れ
ど
も
以
て
若な

ん
じに

告
ぐ
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
。
又
た
二
十

有
八
年
、
天
下
大
い
に
治
ま
り
、
幾ほ

と

ん
ど
華
胥
氏
の
国
の
若ご

と

し
。
而
し
て
帝
は
登
假
す
。
百
姓
は
之
を
号
し
て
、
二
百
余

年
輟や

め
ず
。

　

第
三
段
は
、
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
黄
帝
の
様
子
と
、
そ
の
後
の

顛
末
が
述
べ
ら
れ
る
。
夢
で
華
胥
国
を
遊
行
し
た
黄
帝
は
、「
怡

然
と
し
て
自
得
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
喜
ん
だ
顔
つ
き
で
自
ら
悟

る
（「
自
得
」）
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
老
・
力
牧
・
太

山
稽
の
三
大
臣
を
召
し
、
事
の
経
緯
を
告
げ
る
。「
朕
は
間
居
す

る
こ
と
三
月
。
心
を
斎
し
形
を
服
え
、
以
て
身
を
養
い
物
を
治
む

る
の
道
有
ら
ん
こ
と
を
思
う
も
、
其
の
術
を
獲
ず
」
と
、
黄
帝
は

三
ヶ
月
に
も
及
ぶ
閑
居
や
斎
戒
で
も
、
自
己
や
万
物
を
治
め
る
方

法
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。そ
し
て
そ
の
後
に
疲
れ
て
眠
り
、

夢
で
偶
然
に
も
華
胥
国
に
至
り
、
そ
こ
で
至
治
の
世
と
も
い
う
べ
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は
継
承
さ
れ
ず
、
も
と
の
混
乱
状
態
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
。

三　
『
華
胥
国
物
語
』
の
内
容
と
分
析

　

次
に
『
華
胥
国
物
語
』
の
内
容
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
本
書

で
は
、
冒
頭
に
華
胥
国
の
所
在
に
関
す
る
簡
単
な
説
明
が
行
わ
れ

た
後
、
す
ぐ
に
華
胥
国
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
物
語

の
主
人
公
で
あ
る
黄
子
梁
の
登
場
に
よ
っ
て
、
一
連
の
物
語
が
展

開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
便
宜
上
、
以
下
で
は
四
段
に
わ
け
て
、

そ
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

①
華
胥
国
の
所
在
と
そ
の
統
治
体
制

華
胥
て
ふ
國
は
、
雲
井
の
い
づ
こ
と
も
さ
だ
め
が
た
き
國
土

の
や
う
に
い
ひ
つ
た
ふ
れ
ど
、
ま
た
く
通
路
な
き
に
し
も
あ

ら
ず
か
し
。
む
か
し
、
夢
窓
法
師
、
禪
定
の
つ
い
で
に
、
折
々

は
ゆ
き
か
よ
ひ
け
ら
し
。
そ
の
物
が
た
り
と
て
、
人
の
か
た

り
け
る
。

あ
や
し
其
國
ぶ
り
の
、
し
き
し
ま
や
、
や
ま
と
の
國
に
か
は

り
た
る
や
う
の
す
く
な
き
。
そ
の
國
都
に
王
宮
あ
り
て
、
よ

も
に
國
郡
を
わ
か
ち
て
、お
の
〳
〵
つ
か
さ
〴
〵
あ
ん
な
る
。

南
の
海
邊
に
、
南
柯
て
ふ
郡
あ
り
。
そ
の
郡
守
な
ん
、
め
ざ

き
理
想
郷
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
そ
こ
で
黄
帝
は
大
い
に
悟
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
の
、「
而
れ
ど
も
以
て
若な

ん
じ

に
告
ぐ
る
こ
と

能
わ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
秘
訣
は
言
葉
で
は
伝
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
。「
自
得
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
悟
る

以
外
に
そ
の
秘
訣
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
述
べ
る
の
で
あ

る
。

　

第
一
段
に
お
い
て
、
黄
帝
は
自
己
の
修
養
、
万
物
の
統
治
の
い

ず
れ
の
実
践
に
も
失
敗
す
る
。
そ
こ
で
今
度
は
身
を
清
め
て
精
神

を
統
一
し
、
思
索
に
よ
っ
て
至
治
の
術
を
得
よ
う
と
す
る
が
、
こ

れ
も
思
う
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
至
治
の
術

は
、
具
体
的
な
方
法
の
実
践
や
精
神
的
思
索
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
「
自
得
」
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
術
を
他
者
に
言
葉
で
伝
達
す
る
こ
と
も

不
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
得
よ
う
と
思
え
ば
、
臣
下
の
側
も
ま
た

「
自
得
」
す
る
以
外
に
な
い
。
至
治
の
術
は
言
葉
で
は
決
し
て
伝

達
で
き
な
い
、
こ
れ
こ
そ
が
本
説
話
に
お
い
て
作
者
が
最
も
強
調

す
る
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

黄
帝
が
夢
か
ら
覚
め
た
後
の
二
十
八
年
間
、
天
下
は
太
平
で
そ

れ
は
ま
さ
に
華
胥
国
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
黄
帝
が

崩
御
す
る
と
、
民
は
そ
の
統
治
を
慕
っ
て
号
泣
し
、
そ
の
涙
は
二

百
年
も
の
間
続
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
単
に
黄
帝
の
治
政
を
称

え
る
だ
け
で
な
く
、
黄
帝
が
「
自
得
」
し
た
至
治
の
術
が
臣
下
に
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ま
し
き
人
に
ぞ
あ
り
け
る
。

　
『
華
胥
国
物
語
』
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
華
胥
国
の
所
在

に
つ
い
て
言
及
す
る
。
華
胥
国
は
、
遙
か
彼
方
の
国
の
よ
う
に
言

い
伝
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
全
く
通
路
が
無
い
わ
け
で
は
な
く
、

昔
、
夢
窓
法
師
が
何
度
か
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。「
禪
定

の
つ
い
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
禅
定
に
よ
る
精
神
統
一

に
よ
っ
て
無
念
無
想
の
境
地
に
達
し
、
そ
の
際
に
精
神
が
遊
行
し

て
遙
か
彼
方
の
華
胥
国
に
到
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。そ
し
て
、

「
そ
の
物
が
た
り
と
て
、
人
の
か
た
り
け
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

以
下
、
夢
窓
法
師
の
体
験
を
語
り
継
い
だ
も
の
と
し
て
、
本
物
語

は
幕
を
開
け
る
。
こ
こ
で
日
本
人
に
も
な
じ
み
の
深
い
夢
窓
法
師

を
登
場
さ
せ
る
の
は
、
華
胥
国
が
全
く
架
空
の
場
所
で
は
な
く
、

確
か
に
こ
の
世
に
実
在
す
る
場
所
で
あ
る
と
根
拠
づ
け
る
た
め
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
夢
窓
法
師
が
禅
僧
で
あ
る
点
も
、
精
神
の
往
来

以
外
に
到
達
不
可
能
な
華
胥
国
を
訪
問
す
る
人
物
と
し
て
適
任

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

続
け
て
華
胥
国
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
敷
島
や
大
和
、
す
な
わ

ち
日
本
と
あ
ま
り
変
わ
り
の
な
い
風
土
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
国
の

中
央
に
は
王
宮
が
あ
り
、
四
方
は
郡
に
別
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

役
人
（
郡
守
）
が
こ
れ
を
統
治
し
て
い
る
。
そ
の
南
に
は
南
柯
と

い
う
郡
が
あ
り
、
す
ば
ら
し
き
郡
守
が
い
た
と
い
う
。
そ
の
人
物

が
、
本
物
語
の
主
人
公
と
な
る
黄
子
梁
（
第
三
段
に
「
郡
守
黄
子

梁
」
と
そ
の
名
が
み
え
る
）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
華
胥
国
の
風
土
が
日
本
と
さ
ほ
ど

変
わ
り
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
列
子
』
の
中

で
黄
帝
が
遊
ん
だ
華
胥
国
は
、
中
華
世
界
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
や
は
り
、
そ
の
一
部
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
主
人
公
の
郡
守
は
、
下
文
に
よ
る
と
黄
子
梁
と
い
う

中
国
風
の
姓
名
を
名
乗
っ
て
お
り
、こ
の
点
は
日
本
的
で
は
な
い
。

し
か
し
、
以
下
で
は
、
江
戸
時
代
の
参
勤
交
代
を
彷
彿
さ
せ
る
都

と
の
往
来
の
制
度
も
看
取
さ
れ
、
さ
ら
に
、
中
央
の
王
都
に
住
む

国
王
を
あ
た
か
も
我
が
国
の
天
皇
の
ご
と
く
「
す
べ
ら
み
こ
と
」

と
称
す
る
箇
所
も
あ
り
、
確
か
に
日
本（
特
に
江
戸
時
代
の
日
本
）

と
の
親
近
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
『
華
胥
国
物
語
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
華
胥
国
全
体
の
統
治
者

で
あ
る
国
王
、
及
び
四
方
の
郡
を
管
轄
す
る
郡
守
な
ど
の
為
政
者

が
存
在
す
る
。『
列
子
』
で
は
前
述
の
ご
と
く
、「
華
胥
氏
」
は
存

在
す
る
が
、
彼
は
君
主
や
国
王
な
ど
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
そ

も
そ
も
『
列
子
』
の
華
胥
国
に
は
身
分
的
序
列
が
な
い
た
め
、
国

王
な
ど
の
為
政
者
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
の
『
華
胥
国

物
語
』
で
は
、
国
王
や
郡
守
と
い
っ
た
身
分
が
厳
然
と
存
在
し
て

お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
江
戸
時
代
の
将
軍
と
大
名
と
の
関
係
を

想
起
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
国
王
が
「
す
べ
ら
み
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こ
と
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
物
語
は
、
将
軍

で
は
な
く
天
皇
を
中
心
と
し
た
社
会
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

②
南
柯
郡
の
窮
状
と
黄
子
梁
の
対
処

　
「
め
ざ
ま
し
き
人
」
と
評
さ
れ
る
郡
守
の
黄
子
梁
は
、
決
し
て

特
別
な
人
で
は
な
い
。南
柯
郡
の
郡
守
の
子
と
し
て
都
で
生
ま
れ
、

何
不
自
由
な
く
育
っ
た
が
、
二
十
歳
に
な
る
こ
ろ
に
父
が
世
を
去

り
、
急
遽
そ
の
後
を
継
い
で
郡
守
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
は

じ
め
て
彼
は
、
南
柯
郡
の
財
政
が
も
う
ど
う
に
も
立
ち
ゆ
か
な
い

ほ
ど
窮
乏
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

ま
づ
よ
ね
ぐ
ら
は
、
雨
も
り
の
水
た
ま
り
て
、
い
を
な
ん
お

ひ
い
づ
べ
く
、
さ
ら
に
も
の
な
し
、
こ
が
ね
し
ろ
が
ね
の
く

ら
に
は
、
ま
ぐ
さ
や
う
の
も
の
を
と
り
い
れ
て
、
と
び
ら
ば

か
り
い
か
め
し
う
う
ち
し
た
た
め
た
り
。

　

米
倉
に
は
雨
漏
り
の
水
が
溜
ま
っ
て
魚
が
住
み
そ
う
な
ほ
ど
で

あ
り
、
黄
金
・
白
銀
の
蔵
に
は
秣
の
よ
う
な
も
の
が
敷
き
詰
め
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
中
身
は
な
く
、
扉
だ
け
が
厳
め
し
く
設
え
ら
れ

て
い
る
。
不
思
議
に
思
っ
た
黄
子
梁
は
、
そ
の
理
由
を
役
人
に
尋

ね
る
。

年
々
の
お
ほ
や
け
ご
と
を
は
じ
め
て
、
か
う
の
と
の
ゝ
の
ぼ

り
く
だ
り
、
ま
た
は
都
に
て
ほ
ど
〳
〵
の
ま
じ
ら
ひ
、
被
官

ず
さ
の
は
ぐ
ゝ
み
ま
で
、
い
か
ば
か
り
か
は
。

　

役
人
が
い
う
に
は
、
毎
年
の
租
税
を
は
じ
め
、
都
へ
の
往
来
や

都
に
お
け
る
交
際
費
、役
人
へ
の
俸
禄
な
ど
、多
額
の
出
費
に
よ
っ

て
財
政
は
逼
迫
し
て
お
り
、
民
の
食
料
と
し
て
の
米
を
取
り
立
て

て
も
な
お
足
ら
ず
、
王
都
の
富
商
に
金
を
借
り
て
急
場
を
し
の
い

で
は
い
る
が
、
そ
の
借
金
は
年
々
増
え
る
一
方
で
あ
る
と
い
う
。

思
い
も
し
な
い
所
領
地
の
窮
状
を
耳
に
し
た
黄
子
梁
は
、「
そ
の

と
り
は
た
る
民
く
さ
は
、
な
に
を
も
て
日
を
す
ぐ
す
や
」
と
、
民

の
生
活
に
つ
い
て
尋
ね
る
。
役
人
が
答
え
て
い
う
に
は
、「
山
に

い
り
て
、
い
も
と
こ
ろ
く
づ
の
ね
な
ど
ほ
り
て
、
露
の
命
を
つ
な

ぎ
、
牛
馬
の
や
う
に
、
わ
ら
を
し
き
て
、
そ
の
上
に
う
づ
く
ま
り

て
夜
を
あ
か
す
」
と
、
民
は
芋
・
と
こ
ろ
・
葛
の
根
な
ど
の
粗
末

な
食
料
で
露
命
を
つ
な
ぎ
、
牛
馬
の
ご
と
く
藁
の
上
で
夜
を
明
か

す
状
態
だ
と
い
う
。
聞
く
に
堪
え
ず
黄
子
梁
は
涙
を
落
と
し
、「
お

よ
そ
く
に
の
守
た
ら
ん
も
の
は
、
そ
の
く
に
た
み
を
は
ぐ
ゝ
む
よ

り
ま
さ
り
た
る
お
ほ
や
け
ご
と
や
は
あ
る
」
と
述
べ
、
自
分
も
民

と
労
苦
を
共
に
す
べ
く
、
食
事
は
芋
・
と
こ
ろ
を
交
え
、
就
寝
の

際
に
は
布
団
の
上
に
藁
を
敷
い
て
寝
る
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
黄
子
梁
は
、「
こ
の
郡
の
さ
だ
ま
り
た
る
み
つ
ぎ
の
よ
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ね
は
、
十
萬
俵
あ
り
け
ら
し
。
來
年
よ
り
は
、
五
万
俵
さ
ゝ
げ
さ

せ
よ
」
と
、
役
人
を
召
し
て
年
貢
の
徴
収
を
半
分
に
減
ら
す
よ
う

命
じ
る
。
そ
し
て
、「
お
ほ
く
の
民
に
か
は
り
て
、
わ
れ
ひ
と
り

う
え
こ
ゞ
え
て
死
な
ん
に
、
な
ん
で
ふ
こ
と
や
あ
る
」
と
、
た
と

え
自
分
の
身
に
か
え
て
も
民
を
救
お
う
と
誓
う
の
で
あ
る
。

　

③
国
王
の
恩
情
と
財
政
の
回
復

　

明
年
の
春
、
王
都
に
参
勤
し
た
黄
子
梁
は
、
南
柯
郡
の
窮
状
を

国
王
に
報
告
す
る
。

臣
子
梁
先
祖
の
勳
功
に
よ
り
て
、
お
ほ
く
の
所
領
を
た
び
ぬ

れ
ど
、い
ふ
か
ひ
な
き
身
に
て
、民
ま
ど
し
く
、う
え
つ
こ
ゞ

え
つ
、
其
く
る
し
み
大
か
た
な
ら
ず
。（
中
略
）
ふ
し
て
ね

が
は
く
ば
、
臣
の
つ
か
さ
く
ら
ゐ
を
う
ば
ひ
た
ま
ひ
て
、
白

衣
に
て
職
を
領
ぜ
し
め
た
ま
へ
。
さ
ら
ば
、
い
か
に
も
し
て
、

民
を
す
く
ひ
お
さ
め
て
、
す
べ
ら
み
こ
と
の
お
ほ
ん
め
ぐ
み

を
、あ
ほ
海
の
き
し
ま
で
し
き
ほ
ど
こ
し
て
た
て
ま
つ
ら
ん
。

　

南
柯
郡
の
財
政
難
は
郡
守
た
る
自
分
の
責
任
だ
と
し
、
黄
子
梁

は
自
身
の
官
位
を
剥
奪
し
た
上
で
所
領
地
を
治
め
さ
せ
て
ほ
し
い

と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
叶
え
ば
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
で
も
、

す
べ
ら
み
こ
と
の
恩
徳
を
海
に
至
る
ま
で
敷
き
及
ぼ
す
所
存
で
あ

る
と
申
し
添
え
る
。
国
王
は
大
い
に
驚
き
、「
こ
は
い
か
に
」
と

問
う
と
、
黄
子
梁
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

つ
か
さ
く
ら
ゐ
あ
る
身
は
、
の
ぼ
り
く
だ
る
に
も
、
從
者
の

や
う
ま
で
式
あ
り
。
都
に
あ
り
ふ
る
に
も
、
よ
ろ
づ
式
を
そ

む
く
こ
と
か
た
く
な
む
。み
つ
ぎ
を
半
ゆ
る
し
は
て
た
れ
ば
、

何
を
も
て
所
の
式
を
ま
も
り
え
ん
や
。
こ
れ
ひ
と
え
に
君
の

お
ほ
ん
め
ぐ
み
に
て
、
お
ほ
く
の
民
を
す
く
ひ
た
ま
は
む
た

め
、
臣
一
人
を
罪
な
ひ
た
ま
へ
か
し
。

　

官
位
を
も
つ
身
で
は
、
都
へ
参
勤
す
る
際
に
も
細
か
な
格
式
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
違
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
領
民
の
年
貢
を
半
分
に
減
じ
た
た
め
、
も
は
や
そ

れ
を
守
る
費
用
も
な
い
。
官
位
剥
奪
の
要
請
は
、
財
政
上
の
問
題

を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
黄
子
梁
の
申
し
出

に
深
く
感
じ
入
っ
た
国
王
は
涙
を
流
し
、「
さ
て
は
た
ぐ
い
す
く

な
き
心
ば
え
に
こ
そ
。
さ
ら
ば
よ
ろ
づ
心
の
ま
ゝ
に
ふ
る
ま
は
せ

な
む
。
つ
か
さ
く
ら
ゐ
は
、
う
ば
ふ
ま
で
も
な
し
」
と
そ
の
心
意

気
を
誉
め
、官
位
は
も
と
の
ま
ま
と
し
て
自
由
に
振
る
舞
わ
せ
る
。

そ
し
て
、
諸
々
の
役
人
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
宣
旨
を
下
す
。

南
柯
の
郡
、
年
な
み
よ
ろ
し
か
ら
ず
。
民
ま
ど
し
く
と
て
、
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郡
守
黄
子
梁
、
儉
を
ま
も
り
、
式
を
く
だ
す
べ
く
な
ん
、
ね

が
ひ
の
ま
ゝ
に
ゆ
る
し
は
て
ぬ
。
諸
子
の
と
も
が
ら
、
う
け

た
ま
は
り
て
、
式
も
て
な
と
が
め
そ
…

　

国
王
は
南
柯
郡
の
窮
状
に
理
解
を
示
す
と
と
も
に
、
黄
子
梁
の

節
倹
を
称
え
、
諸
役
人
に
諸
々
の
規
定
を
免
除
す
る
よ
う
通
達
す

る
。
黄
子
梁
は
そ
の
恩
情
に
感
激
し
、
勅
書
を
片
手
に
す
ぐ
さ
ま

帰
国
の
途
に
つ
く
。
そ
れ
を
見
送
る
臣
下
た
ち
も
、「
た
だ
あ
り

が
た
の
御
心
ば
え
や
、
か
た
じ
け
な
の
み
こ
と
の
り
や
」
と
、
国

王
の
寛
大
な
処
置
に
対
し
て
、
た
だ
た
だ
感
謝
の
念
を
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
民
を
思
い
や
る
黄
子
梁
と
と
も
に
、
慈
悲

深
い
処
置
を
行
っ
た
国
王
も
名
君
と
し
て
称
え
ら
れ
て
い
る
と
い

え
る
。

　

帰
国
し
た
黄
子
梁
は
、
五
万
俵
を
役
人
の
俸
禄
と
し
て
分
か
ち

与
え
、
さ
ら
に
宝
蔵
に
残
る
宝
の
品
々
を
借
金
返
済
の
た
め
商
人

に
与
え
る
。
こ
の
行
為
に
驚
い
た
商
人
た
ち
は
、
以
後
、
利
息
は

取
ら
ず
、
預
か
っ
た
宝
も
返
済
が
完
了
す
る
ま
で
売
ら
ず
に
お
こ

う
と
心
に
決
め
、「
か
み
は
神
な
り
」
と
い
っ
て
、
み
な
黄
子
梁

を
尊
崇
し
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
節
倹
政
策
の
効
果
も
あ
り
、
南
柯
郡
の
財
政
は
「
か

の
お
ほ
ん
め
ぐ
み
に
て
、
い
ま
か
く
ゆ
た
け
き
世
と
な
り
て
、
倉

に
よ
ね
み
た
ぬ
家
も
な
く
、
ふ
く
ら
か
に
あ
た
ゝ
か
な
る
き
ぬ
ふ

す
ま
き
ぬ
民
も
な
し
」
と
い
う
ほ
ど
回
復
を
み
せ
る
。
役
人
は
民

に
対
し
、
年
貢
は
で
き
る
範
囲
で
よ
い
と
告
げ
る
も
の
の
、
民
は

規
定
以
上
に
収
め
よ
う
と
し
、
七
年
の
後
に
は
華
胥
国
で
最
も
栄

え
る
ほ
ど
に
な
っ
た
と
い
う
。
商
人
へ
の
返
済
も
終
え
た
黄
子
梁

は
、
都
に
の
ぼ
っ
て
国
王
に
近
況
を
報
告
す
る
と
、
国
王
は
こ
れ

を
喜
ん
で
位
を
二
等
上
げ
、
み
ず
か
ら
恩
賞
と
し
て
烏
合
の
弓
を

授
け
る
。
こ
う
し
て
「
民
は
お
ほ
く
さ
ゝ
ぐ
る
を
幸
い
に
し
、
つ

か
さ
人
は
す
く
な
く
を
さ
む
る
を
職
と
お
も
へ
り
」と
い
う
ほ
ど
、

役
人
と
民
と
の
上
下
関
係
も
良
好
と
な
り
、
こ
こ
に
理
想
国
と
し

て
の
華
胥
国
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。

　

④
黄
子
梁
が
実
施
し
た
諸
制
度
改
革

　

以
下
で
は
、
黄
子
梁
が
実
施
し
た
種
々
の
制
度
改
革
が
紹
介
さ

れ
る
。大

刀
ひ
と
ふ
り
さ
げ
は
き
た
り
。
た
と
き
は
、
こ
が
ね
づ
く

り
、
次
は
し
ろ
が
ね
、
そ
の
次
、
武
士
は
く
ろ
が
ね
、
文
吏

は
あ
か
ゞ
ね
。
庶
人
は
木
も
て
大
刀
の
か
た
を
け
づ
り
て
、

鍔
さ
へ
な
く
て
、
鐶
ば
か
り
し
ろ
が
ね
あ
か
ゞ
ね
を
ゆ
る
さ

れ
た
り
。

　

ま
ず
帯
刀
に
関
し
て
は
、
貴
人（
黄
金
製
・
白
銀
製
）・
武
士（
鉄

懐徳堂研究　第 4 号　平成 25 年 2 月 28 日

44



製
）・
文
吏
（
銅
製
）・
庶
人
（
木
製
）
と
、
身
分
の
序
列
に
応
じ

て
異
な
る
材
質
を
用
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
物
語
の
冒
頭
部
分

で
は
、国
王
―
郡
守
―
民
と
い
う
三
つ
の
序
列
が
看
取
さ
れ
た
が
、

こ
こ
で
は
貴
人
・
武
士
・
文
吏
・
庶
人
と
い
う
四
つ
の
序
列
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。「
す
べ
ら
み
こ
と
」
と
も
呼
ば
れ
る
華
胥
国
の

国
王
、
及
び
郡
守
黄
子
梁
は
、
こ
の
内
訳
に
よ
る
と
貴
人（
貴
族
）

に
属
す
と
思
わ
れ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
下
位
に
武
士

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
華
胥
国
は
日
本
と
似
た
風

土
と
さ
れ
て
い
た
が
、
決
し
て
武
士
を
中
心
と
す
る
社
会
で
は
な

い
。
そ
れ
は
華
胥
国
の
人
々
の
髪
型
に
も
表
れ
て
い
る
。
華
胥
国

の
人
々
は
、「
す
べ
て
か
し
ら
に
池
ほ
る
こ
と
な
く
、
う
ま
れ
の

ま
ゝ
の
髪
を
た
か
く
と
り
あ
げ
て
、
末
を
、
舟
に
帆
を
あ
げ
た
ら

ん
や
う
に
折
り
ま
げ
て
、
か
う
む
り
は
な
し
」
と
、
武
士
の
象
徴

た
る
月
代
は
剃
ら
ず
、
み
な
総
髪
姿
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
施
策
は
、「
こ
れ
ら
も
む
か
し
は
さ
ら
ぬ
を
、
み
な
こ

の
郡
守
の
し
い
で
ゝ
」
と
、
黄
子
梁
の
発
案
と
さ
れ
、「
後
々
は

國
中
に
ひ
ろ
ま
り
て
、
お
ほ
や
け
の
式
と
ぞ
な
れ
に
け
る
」
と
、

そ
の
後
は
国
全
体
に
広
ま
っ
て
ゆ
き
、
華
胥
国
の
正
式
な
制
度
と

な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、「
す
べ
て
こ
の
人
の
し
を
け
る
こ
と
ゞ

も
の
、
よ
に
か
た
り
つ
た
へ
ま
ほ
し
き
こ
と
の
い
と
お
ほ
か
る
」

と
し
て
、
以
下
、
黄
子
梁
が
行
っ
た
教
育
制
度
や
均
田
制
度
、
及

び
新
田
開
発
な
ど
の
事
業
が
紹
介
さ
れ
る
。

　

教
育
に
関
し
て
黄
子
梁
は
、
僧
を
還
俗
さ
せ
て
周
囲
の
子
供
に

読
み
書
き
を
教
え
、
併
せ
て
「
孝
弟
廉
恥
」
な
ど
の
儒
教
的
徳
目

を
学
ば
せ
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
素
直
で
農
作
業
を
熟
知
し
た

老
人
も
、
同
様
に
若
者
の
教
育
に
従
事
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
子
供

た
ち
は
「
お
の
づ
か
ら
心
ま
め
し
く
な
」
り
、
争
い
ご
と
も
絶
え

て
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
賢
い
子
供
は
、
村
→
里
→
国

府
の
学
館
へ
と
進
学
し
て
最
終
的
に
は
官
吏
と
な
り
、
ま
た
還
俗

し
て
教
育
を
担
当
し
た
僧
た
ち
も
、
そ
の
教
育
上
の
功
績
に
よ
っ

て
同
じ
く
村
→
里
→
国
府
の
学
館
へ
と
進
み
、
博
士
と
な
っ
て
栄

え
た
と
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
黄
子
梁
が
郡
守
と
な
っ
た
当
初
か
ら
実
施
し
て
い
た

と
さ
れ
る
の
が
、
次
の
均
田
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
人
一
町
以
上

の
田
地
の
所
有
を
禁
じ
、
す
べ
て
の
民
が
自
分
の
田
地
を
も
て
る

よ
う
に
す
る
も
の
で（

８
）

、
こ
の
制
度
の
実
施
以
後
は
田
地
が
均
等
に

行
き
渡
り
、
そ
の
結
果
、「
お
な
じ
つ
ら
な
る
か
ま
ど
の
煙
、
お

と
り
ま
さ
り
な
く
、
う
ら
や
む
心
も
な
く
、
な
げ
く
袖
も
あ
ら
で
、

ひ
と
つ
心
に
た
の
し
き
世
を
わ
た
り
け
る
」
と
い
う
具
合
に
、
民

の
貧
富
の
差
は
解
消
さ
れ
、
他
者
を
羨
む
こ
と
も
己
を
卑
下
す
る

こ
と
も
な
い
楽
し
き
世
が
到
来
し
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
最
後
に
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
新
田
の
開
発
で
あ
る
。
国

府
の
東
は
荒
地
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
低
地
か
ら
吸
水
可
能
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な
「
龍
尾
車
」
を
導
入
し
て
水
を
引
き
、
兵
士
を
労
働
力
と
し
て

荒
れ
地
の
開
墾
を
行
う
。
そ
の
仔
細
は
省
略
す
る
が
、「
か
く
て

み
と
せ
す
ぎ
ぬ
れ
ば
、
あ
ら
田
よ
く
な
り
ぬ
。
今
よ
り
は
ろ
く
は

た
ま
ふ
ま
じ
」
と
、
三
年
後
に
は
新
田
が
完
成
し
、
そ
こ
か
ら
の

収
穫
に
よ
り
、
兵
士
へ
の
俸
禄
は
必
要
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
同

様
に
、
国
府
の
北
に
あ
る
沢
も
「
龍
尾
車
」
の
活
躍
で
良
田
と
な

り
、
西
も
南
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
従
事
し
た
兵
士
の

禄
は
不
要
と
な
り
、
軍
事
教
練
も
廃
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
一
連
の
黄
子
梁
の
施
策
が
語
ら
れ
た
後
、「
な
ほ
か
ゝ

る
た
ぐ
ひ
の
さ
ま
〴
〵
に
と
い
ふ
〳
〵
」
と
、
黄
子
梁
の
行
っ
た

事
業
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
「
鳥
が
ね
に
夢
は

さ
め
に
け
り
」
と
、
鳥
の
鳴
き
声
に
夢
は
覚
め
、
本
物
語
は
幕
を

閉
じ
る
こ
と
と
な
る
。

四　
『
列
子
』
華
胥
国
説
話
と
履
軒

�

『
華
胥
国
物
語
』
と
の
比
較
分
析

　

こ
れ
ま
で
の
内
容
考
察
を
も
と
に
、
物
語
構
成
な
ど
に
着
目
し

な
が
ら
、
両
者
を
比
較
分
析
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
『
列
子
』
華
胥
国
説
話
は
、
夢
以
前
→
夢
の
中
→
夢
以
後

と
い
う
三
つ
の
場
面
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
華
胥
国

物
語
』
は
、
冒
頭
の
華
胥
国
に
関
す
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
的
な
説
明
部

分
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
全
体
が
夢
の
中
の
話
で
占
め
ら
れ
る
。

　

次
に
華
胥
国
の
所
在
に
つ
い
て
、『
列
子
』
で
は
「
弇
州
の
西
・

台
州
の
北
」
と
明
示
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
中
華
世
界
か
ら
幾

千
万
里
の
彼
方
に
あ
り
、
た
だ
精
神
の
遊
行
の
み
到
達
可
能
な
場

所
と
さ
れ
る
。『
華
胥
国
物
語
』
で
も
「
雲
井
の
い
づ
こ
と
も
さ

だ
め
が
た
き
國
土
の
や
う
に
い
ひ
つ
た
ふ
」
と
し
て
、
遙
か
彼
方

の
場
所
と
す
る
点
で
一
致
し
、
さ
ら
に
、
夢
窓
法
師
が
禅
定
の
お

り
に
通
っ
て
い
た
と
す
る
な
ど
、『
列
子
』
と
同
じ
く
精
神
の
遊

行
に
よ
っ
て
の
み
到
達
可
能
な
場
所
と
さ
れ
る
。「
夢
窓
法
師
」

を
登
場
さ
せ
る
点
な
ど
に
は
違
い
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の

ご
と
く
日
本
の
読
者
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
所
在
に

関
し
て
両
者
は
基
本
的
に
一
致
す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

で
は
、
両
者
が
提
示
す
る
華
胥
国
の
統
治
体
制
に
つ
い
て
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。『
列
子
』
の
華
胥
国
に
は
、「
其
の
国
に
師
長
無

く
、
自
然
の
み
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
身
分
の
上
下
が
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
そ
こ
に
君
主
や
臣
下
な
ど
の
序
列
も
な
い
の
で
、
た
だ

「
華
胥
氏
（
の
国
）」
と
の
み
呼
ば
れ
て
い
る
。
一
方
、『
華
胥
国

物
語
』
で
は
、
身
分
の
上
下
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。
中
央
の

王
都
に
住
む
国
王
、
四
方
の
郡
を
治
め
る
郡
守
、
そ
し
て
庶
民
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
少
な
く
と
も「
国
王
」―「
郡
守
」―「
民
」

と
い
う
三
つ
の
序
列
が
看
取
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
に
黄
子
梁
が
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実
施
し
た
帯
刀
制
度
で
は
、
貴
人
―
武
士
―
文
吏
―
庶
人
と
い
う

四
段
階
の
身
分
的
序
列
も
み
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
頂
点
に
立

つ
国
王
は
、「
す
べ
ら
み
こ
と
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
日
本
の

天
皇
に
も
似
た
存
在
で
あ
る
。
西
村
天
囚
は
、
そ
の
著
書
『
懐
徳

堂
考
』
の
中
で
、「
履
軒
は
固
よ
り
封
建
論
を
取
り
し
も
、
其
の

封
建
は
覇
府
専
制
の
封
建
に
非
ず
し
て
、
王
者
の
封
建
な
り
き（

９
）

」

と
、
履
軒
の
理
想
と
す
る
封
建
体
制
が
「
覇
府
」（
武
士
政
権
）

に
よ
る
封
建
制
で
は
な
く
、「
王
者
」（
天
皇
）
に
よ
る
封
建
制
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
常
に
礼
楽
征
伐
天
子
よ
り
出
ん

こ
と
を
願
ひ
て
、
王
政
の
復
古
を
夢
み
し
か
あ
ら
ぬ
か
」（
同
）と
、

履
軒
は
天
皇
中
心
の
王
政
を
夢
見
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。『
華

胥
国
物
語
』
の
華
胥
国
は
日
本
と
変
わ
り
な
い
風
土
と
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
履
軒
が
こ
の
物
語
を
通
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
日
本
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
履
軒
が
指
向

す
る
の
は
、
西
村
天
囚
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
皇
を
中
心
と
す

る
社
会
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

続
け
て
、
両
者
が
描
写
す
る
華
胥
国
の
実
情
に
つ
い
て
み
て
み

よ
う
。『
列
子
』
で
は
、「
其
の
民
に
嗜
慾
無
く
、
自
然
の
み
」
と
、

華
胥
国
の
民
は
欲
望
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
生
死
や

自
他
も
区
別
し
な
い
の
で
、
愛
憎
な
ど
の
感
情
も
も
た
な
い
。
こ

れ
は
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
万
物
の
区
別
や
価
値
判
断
を
行
わ

な
い
万
物
斉
同
の
境
地
が
も
た
ら
す
精
神
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
精
神
の
み
な
ら
ず
、
肉
体
的
に
も
超
人
的
な
力
を
発
揮
す

る
と
さ
れ
、『
列
子
』
中
の
華
胥
国
の
人
々
は
、
水
火
を
も
の
と

も
せ
ず
、
虚
空
を
闊
歩
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
は
、
万
物
斉
同
の

思
想
に
基
づ
く
理
想
が
既
に
貫
徹
さ
れ
た
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
『
列
子
』
で
は
、
完
成
さ
れ
た
理
想
郷

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
華
胥
国

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
履
軒
の
華
胥
国
と
の
比

較
の
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、『
列
子
』の
華
胥
国
に
は
、

そ
の
中
で
活
躍
す
る
主
人
公
の
よ
う
な
人
物
は
登
場
せ
ず
、
た
だ

民
の
様
子
が
淡
々
と
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
列
子
』
の
華
胥

国
に
は
物
語
展
開
が
全
く
な
い
点
も
、『
華
胥
国
物
語
』
と
の
差

違
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
点
に
関
し
て
、『
華
胥
国
物
語
』
の
側
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。『
華
胥
国
物
語
』
で
は
、『
列
子
』
と
は
異
な
り
、

華
胥
国
内
で
一
つ
の
物
語
が
展
開
す
る
。『
列
子
』
で
は
静
止
し

て
い
た
時
間
が
、『
華
胥
国
物
語
』
で
は
動
き
出
す
の
で
あ
る
。

主
人
公
は
、
華
胥
国
の
一
地
方
で
あ
る
南
柯
郡
の
若
き
郡
守
と
し

て
登
場
し
、
以
降
、
こ
の
人
物
を
中
心
に
話
が
展
開
す
る
。
黄
子

梁
は
都
育
ち
の
世
間
知
ら
ず
で
あ
り
、
決
し
て
特
別
な
人
で
は
な

い
。
父
の
死
に
よ
り
俄
に
郡
守
と
な
る
が
、
彼
は
ど
こ
に
で
も
い

そ
う
な
青
年
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
所
領
地
の
窮
状
を

知
っ
た
黄
子
梁
は
、
こ
れ
ま
で
の
何
不
自
由
な
い
生
活
を
一
変
さ

せ
、
民
と
労
苦
を
分
か
つ
べ
く
、
自
分
も
民
と
同
じ
質
素
な
生
活
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を
始
め
る
。
そ
し
て
、
年
貢
の
半
減
や
宝
物
を
借
金
返
済
に
あ
て

る
な
ど
、
数
々
の
救
済
政
策
も
断
行
し
て
い
く
。
彼
は
特
別
な
能

力
を
も
っ
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
民
の
生
活
を
第
一
に
考
え

る
点
に
お
い
て
は
、「
め
ざ
ま
し
き
人
」
で
あ
っ
た
。
自
分
の
官

位
を
放
棄
し
て
で
も
民
を
救
済
し
よ
う
す
る
黄
子
梁
に
国
王
は
心

を
打
た
れ
、
諸
々
の
規
定
を
免
除
す
る
な
ど
の
寛
大
な
処
置
を
行

う
。
自
己
を
犠
牲
に
し
て
も
民
に
尽
く
す
領
主
黄
子
梁
、
そ
の
心

情
を
汲
ん
で
柔
軟
に
対
処
す
る
国
王
、
こ
こ
に
は
い
ず
れ
も
履
軒

の
理
想
と
す
る
君
主
像
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

山
中
浩
之
氏
は
、
本
物
語
に
お
け
る
黄
子
梁
の
一
連
の
行
動
を

「
為
政
者
徳
治
論
」
と
評
し
て
い
る）

10
（

。
為
政
者
の
民
に
対
す
る
愛

情
（
徳
）
が
世
を
変
え
る
と
い
っ
た
本
書
の
内
容
は
、
思
想
的
に

は
確
か
に
「
徳
治
」
と
い
え
る
要
素
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
万
物

斉
同
を
説
く
『
列
子
』
の
思
想
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、『
華
胥
国
物
語
』
に
お
い
て
も
、『
列
子
』
と
同
じ
く
完
成

さ
れ
た
理
想
郷
、
す
な
わ
ち
「
徳
治
」
が
行
き
届
い
た
理
想
世
界

と
し
て
の
華
胥
国
を
描
く
こ
と
は
十
分
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
履
軒
の
叙
述
の
中
心
は
、
民
の
労
苦
を
少
し
で
も
軽

減
し
よ
う
と
奔
走
す
る
新
米
領
主
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
誠
意
に
感

化
さ
れ
変
わ
り
ゆ
く
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
。
履
軒
に
と
っ
て
重
要

だ
っ
た
の
は
、
完
成
し
た
理
想
郷
で
は
な
く
、
理
想
郷
へ
と
変
貌

を
遂
げ
る
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
が
、『
列
子
』
と
の
比
較
を
通
す

と
よ
く
み
え
て
く
る
。
履
軒
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
到
達
0

0

可
能
な
理
想
郷

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
方
策
で
あ
っ
た
。

　

後
半
に
示
さ
れ
る
黄
子
梁
が
実
施
し
た
種
々
の
制
度
改
革
は
、

履
軒
が
生
き
た
当
時
の
窮
状
を
打
開
す
る
た
め
の
改
革
案
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
示
さ
れ
る
均
田
制
な
ど
は
、
こ
れ
を
専
門

に
論
じ
た
『
均
田
茅
議
』
な
ど
の
著
作
も
存
在
す
る
。
単
に
そ
の

方
策
を
示
す
の
み
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
『
華
胥
国
物
語
』
の
よ
う

な
物
語
形
式
で
こ
れ
を
提
示
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
た
だ
そ
の
方
策
を
示
す
の
み
で
は
、
読
み
手
に
そ
の
効

果
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
を
物
語
と
い
う
仮

想
空
間
に
よ
っ
て
、
あ
る
方
策
が
社
会
を
変
え
て
い
く
過
程
を
描

き
、
そ
の
有
効
性
を
読
者
に
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
十

分
に
達
成
可
能
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

五　

啓
蒙
書
と
し
て
の
『
華
胥
国
物
語
』

　
『
列
子
』
華
胥
国
説
話
は
、
華
胥
国
と
い
う
理
想
郷
そ
の
も
の

を
示
す
こ
と
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
理
想
郷
を
実
現

す
る
方
法
が
決
し
て
言
葉
で
伝
え
ら
れ
ず
、
自
ら
体
得
す
る
こ
と

で
し
か
修
得
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
点
に
主
眼
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
至
治
へ
と
い
た
る
過
程
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
た
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だ
そ
の
完
成
体
と
し
て
の
理
想
郷
が
描
か
れ
る
の
み
で
、
そ
こ
か

ら
先
は
個
々
の
認
識
に
委
ね
ら
れ
る
。こ
れ
に
対
し
て
履
軒
の『
華

胥
国
物
語
』
は
、
完
成
形
と
し
て
の
理
想
郷
よ
り
も
、
そ
こ
へ
至

る
過
程
を
示
す
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
舞
台
と
な
っ
て

い
る
南
柯
郡
は
、
当
初
は
貧
困
に
喘
ぐ
一
地
方
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ

は
履
軒
が
生
き
た
当
時
の
ど
こ
に
で
も
存
在
し
う
る
光
景
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
改
革
者
と
し
て
登
場
す
る
黄
子
梁
も
、
い

た
っ
て
普
通
の
青
年
で
あ
り
、
決
し
て
特
別
な
人
で
は
な
い
。
し

か
し
、
領
民
の
窮
状
を
考
え
て
ひ
た
む
き
に
行
動
す
る
様
に
人
々

は
心
を
打
た
れ
、
そ
れ
は
御
上
を
も
動
か
し
、
最
後
に
は
南
柯
郡

は
も
と
よ
り
、
華
胥
国
全
体
を
理
想
郷
へ
と
導
い
て
い
く
。
履
軒

は
『
列
子
』
の
思
想
を
継
承
し
な
い
ま
で
も
、『
列
子
』
と
同
じ
く
、

己
の
理
想
を
込
め
た
完
成
形
と
し
て
の
理
想
郷
を
描
く
こ
と
は
可

能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
履
軒
は
、
そ
れ
よ
り
も
理
想
郷
に

至
る
過
程
を
中
心
に
描
い
た
。
ど
ん
な
為
政
者
で
も
、
民
を
思
う

気
持
さ
え
あ
れ
ば
理
想
郷
は
実
現
し
う
る
こ
と
を
、
本
書
を
通
じ

て
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
き
、
再
度
物
語
を
見
渡
す
と
、
履
軒
が

主
人
公
の
黄
子
梁
を
一
地
方
の
郡
守
と
い
う
設
定
で
登
場
さ
せ
た

こ
と
に
も
、
一
定
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
何
度
も
言
う

よ
う
に
、
彼
は
別
段
特
筆
す
べ
き
と
こ
ろ
も
な
い
、
普
通
の
人
物

で
あ
る
。
だ
が
、
民
を
救
済
せ
ん
と
の
一
心
で
行
っ
た
種
々
の
改

革
は
、
一
地
方
の
南
柯
郡
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
後
々
は
國
中
に
ひ

ろ
ま
り
て
、
お
ほ
や
け
の
式
と
ぞ
な
れ
に
け
る
」と
あ
る
よ
う
に
、

華
胥
国
全
体
に
波
及
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
地
方
が
中
央
を
動

か
し
た
の
で
あ
り
、こ
れ
は
地
方
か
ら
の
改
革
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

履
軒
の
生
き
た
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
地
方
と
は
、
全
国
各
地
の

諸
藩
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
都
育
ち
の
青
年
黄
子
梁
は
、

参
勤
交
代
の
制
に
よ
り
人
質
と
し
て
都
で
暮
ら
す
諸
藩
の
子
息
た

ち
と
重
な
る
。
将
来
に
お
い
て
、
地
方
か
ら
の
改
革
を
行
う
担
い

手
は
彼
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
は
そ
の
若
さ
ゆ
え
、

旧
来
の
慣
習
や
規
則
に
対
し
て
も
比
較
的
自
由
で
あ
り
、
新
た
な

方
策
を
敢
行
す
る
に
十
分
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
履
軒
が
本

物
語
を
単
な
る
夢
物
語
で
は
な
く
、
経
世
の
書
と
し
て
著
し
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
次
世
代
を
担
う
藩
主
の
子

弟
を
啓
蒙
し
、
地
方
か
ら
の
改
革
を
促
す
と
い
う
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、『
列
子
』
華
胥
国
説
話
と
の
比
較
を
中
心
に
考
察

を
行
っ
た
た
め
、
履
軒
の
提
示
す
る
諸
政
策
が
『
草
茅
危
言
』
な

ど
に
み
え
る
兄
竹
山
の
そ
れ
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
な

ど
、
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

『列子』華胥国説話と中井履軒『華胥国物語』 ― 福田一也
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注（
1
） 

現
在
、
こ
の
「
華
胥
国
門
」
扁
額
は
、
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
に
保
存

さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 
本
稿
で
検
討
す
る
『
華
胥
国
物
語
』
中
に
も
、「
国
王
」
と
呼
ば
れ
る

華
胥
国
王
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
こ
の「
国
王
」は
、「
す
べ
ら
み
こ
と
」

と
も
呼
ば
れ
る
な
ど
、
日
本
の
天
皇
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
、
履
軒
自

身
を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
履
軒
が「
華

胥
国
王
」
を
自
称
し
た
こ
と
と
は
切
り
離
し
て
本
書
の
「
国
王
」
を
論

ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
3
） 

山
中
浩
之「
華
胥
国
王
履
軒
」（
懐
徳
堂
・
友
の
会『
懐
徳
堂
復
刻
叢
書
』、

一
九
九
〇
年
）。
ま
た
、
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
堂
事
典
』（
大
阪
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
一
年
）「
華
胥
国
物
語
」
の
項
に
お
い
て
も
、
同
様
に

本
書
を
「
経
世
の
書
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
4
） 

田
辺
元
生
「
懐
徳
堂
学
派
の
経
済
思
想
」（
日
本
経
済
史
研
究
所
『
経

済
史
研
究
』
第
二
〇
巻
第
四
号
、
一
九
四
一
年
）

（
5
） 

懐
徳
堂
文
庫
本『
華
胥
国
物
語
』（
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
復
刻
刊
行
会
、

一
九
九
〇
年
）

（
6
） 『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
、「
以
て
未
だ
始
め
よ
り
物
有
ら
ず
と
為
す
者
有

り
。
至
れ
り
尽
く
せ
り
、
以
て
加
う
べ
か
ら
ず
。
其
の
次
は
、
以
て
物

有
り
と
す
る
も
未
だ
始
め
よ
り
封
有
ら
ず
と
為
す
。
其
の
次
は
、
以
て

封
有
り
と
す
る
も
未
だ
始
め
よ
り
是
非
有
ら
ず
と
為
す
」
と
あ
り
、
斉

物
論
の
要
諦
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
と
い
う
認
識
す
ら
行
わ
な

い
境
地
が
最
上
で
あ
り
、
そ
の
次
は
「
封
」（
物
の
区
別
）
は
な
い
と

す
る
境
地
、
そ
の
次
は
是
非
な
ど
の
価
値
判
断
を
行
わ
な
い
境
地
が
よ

い
と
さ
れ
る
。
価
値
判
断
は
、
物
の
区
別
に
よ
っ
て
発
生
す
る
の
で
あ

り
、
物
と
い
う
認
識
す
ら
行
わ
な
け
れ
ば
、
こ
の
世
の
す
べ
て（
万
物
）

は
斉ひ

と

し
い
も
の
と
な
る
と
い
う
の
が
、
万
物
斉
同
の
思
想
で
あ
る
。

（
7
） 

同
様
の
描
写
は
、『
荘
子
』
な
ど
に
も
見
え
る
。『
荘
子
』
逍
遙
遊
篇
で

は
、
藐は

こ

や
姑
射
山
の
神
人
に
つ
い
て
、「
大
浸
天
に
稽い

た

る
も
溺
れ
ず
、
大

旱
に
金
石
流
れ
、
土
石
焦
げ
る
も
熱や

け
ず
」
と
あ
り
、
ま
た
大
宗
師
篇

に
は
、
古
の
真
人
を
評
し
て
「
然
る
が
若
き
者
は
、
高
き
に
登
る
も
慄お

そ

れ
ず
、
水
に
入
る
も
濡お

ぼ

れ
ず
、
火
に
入
る
も
熱や

け
ず
」
と
い
う
。
こ
う

し
た
思
考
は
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
、「
盧
生
始
帝
に
説
い
て
曰
く
、」

と
し
て
、「
真
人
は
水
に
入
る
も
濡お

ぼ

れ
ず
、
火
に
入
る
も
爇や

け
ず
」
と

み
え
て
お
り
、盧
生
な
ど
の
神
仙
説
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
8
） 

履
軒
が
提
唱
す
る
田
地
制
度
に
関
し
て
は
、
田
辺
氏
前
掲
書
（
注
４
）

に
考
察
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
） 

西
村
時
彦
『
懐
徳
堂
考
』（
下
巻
）「
履
軒
慨
世
と
隠
居
」
の
項
（
財
団

法
人
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
二
五
年
）。
西
村
天
囚
は
、
そ
の
根
拠
と

な
る
資
料
を
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
本
物
語
の
か
か
る
一
文
も
そ

の
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
10
） 
山
中
氏
前
掲
書
（
注
３
参
照
）
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