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惰
唐
政
治
史
に
闘
す
る
二
三
の
問
題
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く
に
古
代
末
期
設
を
め
ぐ
っ
て
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が

し

き

階
唐
時
代
を
中
闘
史
の
全
過
程
の
な
か
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題

は
、
間学
界
多
年
の
懸
案
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、

こ
の
よ
う
な
問
題
閥
心
は
早

く
内
藤
湖
南
の
史
論
の
な
か
に
う
か
が
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
設
は
今
日
に
至
る

ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
綴
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
、
職
後
に
な

っ

て
提
起
さ
れ
た
新
時
代
匿
分
設
が
あ
る
。
そ
れ
は
生
産
様
式
を
基
準
と
し
て
各

時
代
を
国
分
し
、
全
飽
と
し
て
中
闘
史
の
前
進
的
性
絡
を
設
明
し
よ
う
と
す
る

と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
停
滞
論
克
服
と
い
う
目
標
設
定
に

表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
敗
戦
を
契
機
と
し
て
わ
が
中
園
史
撃
の
あ
り
方
に

反
省
を
加
え
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
根
本
動
機
を
設
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
愛

想
の
動
機
お
よ
び
方
法
に
お
い
て
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
戦
後
的
性
格
を
具
え
た

謬
説
で
あ
る
。

筆
者
が
こ
の
穆
説
に
深
い
闘
心
を
注
ぐ
の
は
、

ま
さ
に
そ
の
現

代
的
性
格
の
ゆ
え
に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
、
そ
の
時
代
画
分
法
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
唐
宋
襲
草
と
は
、
中
園
に

お
け
る
古
代
奴
軸
抑
制
か
ら
中
世
封
建
農
奴
制
へ
の
、
祉
曾
経
済
構
成
上
の
毅
展

を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
設
が
提
起
さ
れ
て
か
ら
今
日

ま
で
、

も
は
や
二
十
五
年
の
歳
月
を
経
過
し
、
そ
の
聞
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
撃
問

上
の
曲
折
が
あ
っ

た
。
骨
田
然
の

こ
と
と
し
て
こ
の
新
号
説
に
も
若
干
の
袋
化
を

生
じ
た
の
で
あ
り
、
な
か
で
も
最
大
の
愛
化
は
、
奴
隷
制
設
に
大
き
な
動
揺
の

生
じ
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
西
嶋
定
生
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
秦

漢
H
奴
隷
一
位
曾
設
は
、
や
が
て
氏
自
身
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
、
氏
は
改
め
て
秦

漢
帝
園
論
を
構
築
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
幾
化
が
惰
唐
帝
閣
の
理
解
に
も
影
響

し
た
こ
と
は
笛
然
抽
思
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
賞
態
は
あ
ま
り
明

確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

や
や
結
論
め
く
が
、
奴
隷
制
設
は
惰
唐
時
代
に
つ
い
て
も
主
張
さ
れ
な
く
な

っ
た
。

し
か
し
惰
唐
時
代
ま
で
を
中
園
に
お
け
る
古
代
と
す
る
考
え
そ
の
も
の

は
、
今
日
な
お
有
力
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ

の
古
代
像
に
ど
の
よ
う
な
相
貌
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
か
は
、
ぜ
ひ
と
も
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

小
文
の
怠
闘
は
、
必
ず
し
も
陪
唐
H
古
代
末
期
設
の
批
判
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
敗
戦
後
三
十
年
を
経
た
今
日
、
中
園
史
撃
に
お
け
る
。
戦
後
。
を
振
り
返

り
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
の
構
造
と
意
味
を
掘
り
起
し

て
、
今
後
の
探
究
に
資
す
る
こ
と
が
、
筆
者
の
本
意
で
あ
る
。
惰
唐
H
古
代

末
期
説
は
、
載
後
を
最
も
自
覚
的
に
生
き
て
き
た
皐
設
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
こ

の
設
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
問
題
鮎
を
明
確

に
す
る
こ
と
は
、
こ
の
設
の
立
場
に
立
つ
と
否
と
に
閥
り
な
く
、

今
後
の
惰
唐

史
研
究
に
有
盆
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。

A
昔。，“

司

i

古
代
末
期
設
に
お
け
る
古
代
の
意
味

戦
後
い
ち
は
や
く
唐
代
ま
で
を
古
代
と
す
る
見
解
を
愛
表
し
た
の
は
故
前
田

直
典
氏
で
あ
っ
た
が
、
氏
の
論
は
京
都
事
波
の
中
世
設
に
封
し
て
古
代
訟
を
主
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張
す
る
こ
と
に
急
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
い
が
わ
か
古
代
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
あ
ま
り
説
く
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
戦
後
の
中
国
史
撃
の
課
題
は
、
世
界

史
的
規
貼
に
立
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
を
中
園
史
の
具
健
相
を
通
し
て
立
透
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
後
の
西
嶋
氏
の
家
父
長
的

家
内
奴
隷
制
説
は
、
奴
隷
制
の
中
図
的
形
態
を
と
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ

っ
て
、
こ
の
課
題
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
ま
た
、
や
が
て
氏
が
こ
の
説
を
撤

回
す
る
に
至
っ
た
の
も
、
こ
の
課
題
に
針
し
て
一
一
層
忠
寅
た
ろ
う
と
し
た
た
め

で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
西
嶋
氏
の
秦
漢
H
奴
隷
吐
曾
説
に
接
合
し
た
形
に
お
い
て
唐
宋

愛
革
を
意
義
づ
け
、
新
皐
設
に
寄
奥
し
た
の
が
、
堀
敏

一
氏
で
あ
っ
た
。
封
建
制

の
時
期
を
宋
代
以
後
に
設
定
す
る
試
み
は
、
す
で
に
右
の
前
田
氏
の
ほ
か
、
加

藤
繁
・
周
藤
士
口
之
爾
氏
の
荘
園
制

・
佃
戸
制
研
究
を
ふ
ま
え
た
石
母
国
正
氏
ら

①
 

に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
唐
宋
の
費
革
過
程
そ
の
も
の
を
針
象
と
し
て

こ
の
課
題
に
立
ち
向
っ
た
の
は
、
一
九
五

0
年
度
歴
史
筆
研
究
曾
大
曾
に
お
け

る
姻
氏
の
報
告
「
中
園
に
お
け
る
封
建
図
家
の
形
態
」
が
緩
初
で
あ
ろ
う
。

堀
氏
が
こ
の
報
告
の
中
で
一
番
問
題
と
し
た
の
は
、
次
の
貼
で
あ
っ
た
。
宋

以
後
の
佃
戸
制
を
由
民
奴
制
と
し
て
規
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
制
割
腹
す
る
園

家
は
、
封
建
化
し
て
分
檎
園
田
制
を
強
め
る
ど
こ
ろ
か
、
却
て
ま
す
ま
す
中
央
集
織

的
官
僚
図
家
と
し
て
滋
展
す
る
と
い
う
事
質
が
あ
る
。
土
釜
と
上
部
構
造
の
こ

の
よ
う
な
あ
り
方
を
、
い
か
に
整
合
的
に
把
え
る
か
。
堀
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
以

後
の
集
権
制
は
古
代
的
遺
制
と
見
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
古
代
末
期
に
蓄
積

さ
れ
た
階
級
矛
盾
の
は
げ
し
さ
が
こ
れ
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
園
の
古

代
枇
舎
は
き
わ
め
て
長
期
に
わ
た
る
歴
史
を
も
つ
が
、
そ
の
過
程
で
奴
隷
所
有

者
た
る
古
代
豪
族
は
官
僚
化
し
て
図
家
に
寄
生
す
る
に
至
り
、
一
方
、
農
業
生

産
力
の
設
展
は
農
民
の
濁
立
性
を
高
め
て
均
回
優
制
の
基
盤
を
な
す
。
こ
れ
が

古
代
末
期
と
し
て
の
惰
唐
帝
園
の
二
大
特
徴
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
解
穏
過
程
に
も
、

官
僚
制
的
な
あ
り
方
が
つ
き
ま
と
う
の

で
あ
っ
て
、
安
史
の
飢
後
に
出
現
す
る
新
興
勢
力
も
、
唐
朝
官
僚
制
に
依
存
し

つ
つ
成
長
す
る
。
農
民
の
無
産
化
は
、
こ
の
よ
う
な
新
替
の
支
配
勢
力
の
下

で
、
し
か
も
商
品
流
通
を
背
景
と
し
て
進
行
す
る
。
そ
の
た
め
階
級
矛
盾
は
き

わ
め
て
激
烈
な
も
の
と
な
り
、
こ
れ
が
策
集
の
飢
に
鋳
結
す
る
。
農
民
叛
飢
の

E
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
葱
支
配
層
を
一
掃
し
、
新
興
勢
力
は
か
か
る
階
級
闘
容

を
鎮
座
す
る
た
め
に
集
権
的
国
家
権
力
を
要
求
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

唐
末
の
新
興
勢
力
に
劃
す
る
理
解
は
、
氏
の
そ
の
後
の
研
加
に
よ
っ
て
さ
ら

に
深
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
藩
帥
と
親
兵
、
叛
組
指
導
者
賛
同
柴
と
そ
の
麿
下
、

あ
る
い
は
土
豪
的
荘
園
主
と
荘
戸
等
々
の
支
配
構
造
に
分
析
の
メ
ス
が
入
れ
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
れ
ら
が
何
れ
も
家
父
長
制
支
配
の
枠
を
こ
与
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
封
建
的
政
治
組
織
と
し
て
成
熟

せ
ず
、
集
権
的
官
僚
箇
家
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
立
設
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

五
0
年
代
の
堀
氏
に
お
け
る
惰
唐
H
H
古
代
末
期
説
の
大
要
は
以
上
の
如
く
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
多
古
代
。
と
は
、
ど
の
よ
う
な
祉
曾
構
成
に
集

約
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
、
均
田
健
制
に
依
存
す
る
寄
生
官

僚
の
原
型
は
奴
隷
所
有
者
た
る
豪
族
で
あ
る
が
、
そ
の
支
配
構
造
に
つ
い
て

は
、
こ
の
時
貼
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
護
展
が
惰
唐
専
制

園
家
に
鶴
岡
絡
す
る
と
見
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
と
、
西
嶋
氏
の
家
父
長

的
家
内
奴
隷
制
設
の
よ
う
に
、
小
農
民
層
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
鰻
制
で
あ
っ

た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
惰
唐
専
制
鐙
制
に
統
合
さ
れ

た
あ
と
、
そ
の
鼠
壊
過
程
に
は
、
家
父
長
制
的
支
配
構
造
を
そ
な
え
た
新
興
勢

力
が
出
現
す
る
。
と
す
れ
ば
、
一
九
五

0
年
代
の
堀
氏
に
お
け
る
。
古
代
9

と

-125ー
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は
、
先
ず
第
一
に
家
父
長
制
支
配
で
あ
り
、
つ
ぎ
に
、
そ
れ
の
ネ
ガ
テ

ィ
ヴ
な

側
面
で
あ
る
と
こ
ろ
の
官
僚
制
で
あ
っ

た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
六

0
年
代
に
入
っ
て
、
堀
氏
の
研
究
封
伯
郡
は
、
唐
末
五
代

の
政
治
史
か
ら
均
回
制
へ
、
更
に
は
六
朝
の
貴
族
制
へ

と
時
代
を
遡
る
傾
向
を

@
 

見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
隔
唐
帝
闘
を
秦
漢
帝
国
崩
抜
後
の
情
勢
の
な
か
で
と
う

抱
え
る
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
向
う
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
五

0
年
代
に
見

ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
翻
角
も
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
西
嶋
氏
が
奴
隷
制

説
を
撤
回
し
た
の
ち
の
事
界
の
動
向
と
も
見
合
う
も
の
で
あ
る
。

以
下
堀
氏
の

研
究
成
果
に
つ
い
て
展
望
を
試
み
た
い
。

氏
に
よ
れ
ば
、
秦
漢
帝
閣
と
は
、
氏
族
制
紅
命
日
の
中
か
ら
析
出
さ
れ
た
家
父

長
家
族
を
直
接
の
支
配
針
象
と
し
て
個
別
人
身
支
配
を
貫
徹
す
る
飽
制
で
あ

る
。
つ
ま
り
闘
家
と
小
農
民
の
直
接
的
関
係
、
か
閲
家
の
基
本
を
な
す
と
考
え
る

の
で
あ
り
、
そ
の
怠
味
で
は
西
嶋
氏
の
新
説
と
軌
を
一
に
す
る
。
し
か
し
こ
の

支
配
閥
係
が
、

父
老
つ
い
で
豪
族
の
在
地
支
配
に
よ
っ
て
内
面
的
に
支
え
ら
れ

て
い
る
と
す
る
貼
で
、
地
淵
総
夫
氏
の
説
に
傾
い
て
い
る
。

家
族
は
一
面
大
土

地
所
有
者
で
あ
る
と
同
時
に
一
面
在
地
の
共
同
髄
指
vお
者
で
あ
る
。
し
か
し
前

者
の
側
司
山
は
一
般
小
川
凶
民
を
双
務
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
共
同
椴
秩
序
を山間

抜
せ
し
め
て
ゆ
く
。
漢
帝
闘
の
滅
亡
は
そ
の
腕
結
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
た
家
族
階
級
は
、
政
地
の
外
側
か
ら
出
唆
し
て
そ

の
内
面
に
食
い
入
り
、
貌
督
以
後
九
白
川
官
人
法
を
通
じ
て
官
職
を
濁
占
し
、
官

僚
貨
族
に
成
長
す
る
。
か
の
門
間
由
民
族
制
は
、
か
か
る
豪
族
の
私
的
勢
力
と
秦

淡
以
来
の
専
制
的
政
治
桃
迩
と
が
結
合
し
た
す
が
た
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
門
間
貸
族
が
官
職
を
獅
占
し
て
在
地
の
共
同
盟
か
ら
遊
離
す
る
と
、

岡
家
は
こ
の
矛
盾
を
利
用
し
て
、
そ
の
大
土
地
所
有
を
法
健
系
の
中
に
組
み
入

れ
つ
つ
、
小
農
民
に
針
す
る
直
接
支
配
を
企
て
る
。

こ
れ
が
均
回
趨
制
で
あ

り
、
図
家
は
従
来
豪
族
の
掌
揮
し
て
い
た
共
同
値
機
能
を
自
ら
の
手
に
牧
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
賛
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
堀
氏
は
、
秦
漢

帝
国
崩
壊
後
の
情
勢
の
中
で
個
別
人
身
支
配
を
再
編
成
し
た
も
の
と
規
定
し
て

い
る
。唐

中
期
以
後
の
情
勢
に
つ
い
て
の
登
言
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
、
個
別
人

身
支
配
の
崩
壊
、
門
間
貴
族
よ
り
文
臣
官
僚
制
へ
の
地
位
交
代
を
メ
ル
ク
マ

ー

ル
と
し
、
佃
戸
制
を
段
奴
制
に
比
定
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
も
再
検
討
の

@
 

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
概
観
し
て
み
る
と
、
六

0
年
代
以
降
の
堀
氏
に
お
い
て

は
、
も
は
家
父
長
制
的
支
配
に
は
力
貼
が
置
か
れ
ず
、
そ
の
代
り
に
悶
家
と
小

農
民
と
の
直
接
的
関
係
が
基
木
と
さ
れ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
一
九
五

0
年
代

に
は
家
父
長
制
支
配
の
ネ
カ
テ
ィ
ヴ
な
側
面
で
あ
っ
た
官
僚
制
支
配
が
積
極
化

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
秦
漢
が
そ
の
最
初
の
形
態
で
あ
り
、
陥
唐
が
そ

の
再
編
成
さ
れ
た
す
が
た
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
秦
漢
と
陪
唐
の
聞
に
は
豪
族

階
級
の
設
展
史
が
介
在
し
て
お
り
、
先
ず
そ
れ
は
一等
制
帝
闘
を
在
野
に
お
い
て

支
え
る
が
(
奈
漢
)
、
や
が
て
官
界
を
濁
占
的
に
常一塩
し
(
六
朝
〉
、
最
後
に
阜
市

岡
地
力
に
寄
生
す
る
(
階
唐
)
。

し
か
し
か
か
る
豪
族
階
級
の
運
動
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
市
時
制
機
力
の
個
別
人
身
支
配
そ
の
も
の
に
は
後
化
が
な
い
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
意
味
で
秦
漢
||
陪
唐
を
同
質
の
歴
史
世
界
と
す
る
見
解
は
、
依
然

堅
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

au 
n
，b
 

寄
生
官
僚
制
設
を
め
ぐ
っ
て

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
堀
氏
の
惰
庖
理
解
で
は
、
豪
族
は
官
僚
化
し
て

図
家
に
寄
生
し
、
図
家
は
人
民
を
直
接
に
支
配
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
理
解
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は
必
ず
し
も
婿
氏
だ
け
に
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
菊
池
英
夫
氏

は
、
か
つ
て
西
貌

・
北
周
時
代
に
お
け
る
郷
兵
集
園
の
園
軍
化
を
目
し
て
、
制
御

@
 

兵
統
卒
者
(
豪
族
)
の
寄
生
官
僚
化
過
程
と
み
な
し
た
。
こ
れ
は
兵
制
上
か
ら

見
た
寄
生
官
僚
制
説
で
あ
る
。

寄
生
官
僚
制
説
は
閥
家
権
力
に
豪
族
(
且
貝
族
)
勢
力
か
ら
超
越
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
槌
力
抗
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
府
唐
交
替
一
期
の
政
治
史
に
閥
す
る
布
目

潮
源
氏
の
設
も
、
こ
れ
と
一
脈
通
ず
る
黙
が
あ
る
。

氏
は
内
藤
湖
南
の
六
朝

・

陪
唐
H
貴
族
枇
曾
説
を
批
判
し
て
、
惰
・
初
唐
機
力
が
閥
隣
集
闘
に
よ
っ
て
嫌

わ
れ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
関
隣
集
園
は
鮮
卑
系
胡
族
及
び
そ

れ
に
奉
仕
し
た
北
朝
の
武
人
官
僚
出
身
者
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

筆
者
自
身
は
閥

隣
集
闘
を
新
貴
族
制
と
い
う
表
現
で
把
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
布
自

民
は
閥
限
集
闘
に
は
貴
族
制
抗
い
し
新
貴
族
制
と
い
っ
た
概
念
で
は
木
質
づ
け

ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
貴
族
制
の
外
に
あ
る
勢
力

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
氏
は
そ
れ
に
積
極
的
な
規
定
を
奥
え
て
い
な
い
。

推
測
す
る
に
氏
が
こ
の
集
図
の
異
民
族
的
、
武
人
的
性
格
を
強
調
し
て
い
る
貼

か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
要
素
を
主
鰻
と
す
る
闘
家
の
強
権
は
、
貴
族
階
級
か

ら
四
倒
立
し
た
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

六
朝
以
来
の
門
閥
貴
族
階
級
が
惰
唐
時
代
に
入
っ
て
官
僚
的
性
格
を
強
め
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
園

家
を
貴
族
階
級
か
ら糊倒
立
し
た
存
在
と
み
な
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
な
お
検
討

の
除
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
陪
唐
中
世
設
の
立
場
を
と
る
繭
波
護
氏
は
こ
の

@
 

貼
で
右
の
所
説
と
や
や
異
る
説
を
提
示
し
て
い
る
。
郷
官
腹
止
と
九
口
問
官
人
法

の
駿
止
に
よ
っ
て
門
閥
貴
族
層
が
在
地
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
て
官

僚
貴
族
化
し
た
と
い
う
氏
の
見
解
は
、
一
見
寄
生
官
僚
制
設
に
近
づ
く
が
ご
と

く
で
あ
る
。
し
か
し
氏
に
よ
れ
ば
沓
門
閥
の
政
治
的
勢
力
は
な
お
強
い
も
の
が

る
り
、
科
翠
制
の
創
設
も
そ
の
カ
を
減
殺
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
氏
に
お
け
る
官
僚
貴
族
の
概
念
は
、
超
越
的
権
力
と
し
て
の
園
家
機
力

に
依
存
し
て
延
命
す
る
貴
族
の
末
路
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
門
閥
貴
族
の

毅
展
形
態
と
し
て
の
王
朝
貴
族
を
内
容
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

破
波
氏
の
こ
う
し
た
所
説
は
、
そ
の
個
別
人
身
支
配
説
批
剣
に
つ
な
が
っ
て

ゆ
く
。
な
、
ぜ
な
ら
個
別
人
身
支
配
説
こ
そ
は
、
貴
族
階
級
か
ら
超
紹
し
た
闘
家

の
存
在
を
一
方
に
於
て
想
定
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
、
階
代
の
貌
闘

が
大
し
た
効
果
を
穆
げ
な
か
っ
た
こ
と
、
初
唐
・
盛
唐
時
代
に
食
賞
封
が
盛
行

し
た
こ
と
、

惰
唐
時
代
に
均
田
制
の
費
行
さ
れ
た
可
能
性
の
稀
薄
な
る
こ
と
等

々
の
例
登
を
穆
げ
て
、
個
別
人
身
支
配
設
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一

々
の
質
置
は
精
確
で
傾
聴
す
べ
き
も
の
を
含
む
が
、
た
だ
個
別
人
身
支
配
説
の

狼
底
的
批
判
の
た
め
に
は
、
闘
家
の
諸
施
策
(
た
と
え
ば
均
田
制
〉
の
賀
行
の

有
無
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
理
念
そ
の
も
の
が
果
し
て
個
別
人
身
支
配
的
で
あ
っ

た
か
否
か
の
検
討
が
不
可
避
で
あ
ろ
う
。
更
に
大
切
な
こ
と
は
、
氏
が
官
僚
貴

族
と
い
う
紙
念
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
が
陪
唐
帝
園
の
律
令
制
的
支
配
構
造
を

い
か
に
摺
っ
て
い
る
か
を
、
よ
り
積
極
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
寄
生
官
僚
制
説
を
採
る
に
せ
よ
採
ら
ぬ
に
せ
よ
、
陪
麿
帝
閣
と

は
一
値
い
か
な
る
支
配
権
力
で
あ
る
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
に
と
っ
て
寄
生
官
僚
制
説
が
直
ち
に
納
得
し
が
た
い
の
は
、

こ
の
見
解
に
立
っ
た
場
合
、
で
は
か
か
る
隔
唐
専
制
機
力
は
い
か
な
る
枇
曾
階

級
の
権
力
意
志
で
あ
る
か
が
剣
然
と
し
な
く
な
る
黙
で
あ
る
。

こ
れ
を
貴
族
階

級
の
そ
れ
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
ら
は
園
家
に
依
存
し

寄
食
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
国
家
は
そ
れ
で
は
何
を
根
源
と
し

て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
び
堀
氏
の
所
設
に
関
わ
っ
て

-127ー



436 

み
た
い
。

姻
氏
の
均
田
制
設
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
二
つ

⑪
 

の
相
関
連
し
た
疑
問
を
提
出
し
た
。

付
堀
説
は
豪
族
髄
制
に
内
在
す
る
矛
盾
を
地
主
制
的
側
面
と
共
同
程
的
側
面

と
の
矛
盾
と
規
定
し
た
だ
け
で
、
こ
の
矛
盾
が
歴
史
的
に
ど
う
展
開
し
て
い

っ
た
か
、
そ
の
鮎
の
質
態
的
分
析
に
乏
し
く
、
し
た
が
っ
て
均
田
制
成
立
の

必
然
性
が
そ
こ
か
ら
設
か
れ
切
っ
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

口
付
と
闘
速
す
る
が
、
均
旧
制
の
施
行
の
主
憾
と
し
て
、
豪
族
館
制
か
ら
濁

立
し
た
国
家
の
権
力
意
士
山
を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
結
果
と
し
て
は
「
園
家

樹
豪
族
」
論
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

⑪
 

先
ず
付
に
つ
い
て
は
そ
の
後
堀
氏
も
こ
れ
を
肯
定
し
た
が
、
筆
者
は
さ
ら
に

@
 

こ
の
問
題
の
も
つ
論
理
構
造
に
つ
き
、
自
読
を
設
表
し
た
。
口
に
つ
い
て
は
、

堀
氏
が
均
旧
制
の
前
段
階
と
も
い
う
べ
き
北
郊
の
計
口
受
田
制
を
三
閣
の
屯
田

制
に
比
定
し
た
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
、
か
か
る
問
題
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ

⑬
 

た
。
こ
の
計
口
受
旧
制
の
迎
解
問
組
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
岡
家
針
変
族
」

論
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
私
の
批
剣
に
射
し
て
は
、
氏
は
次
の

よ
う
に
答
え
た
。
「
こ
の
駄
に
つ
い
て
は
、
私
が
豪
族
館
制
の
矛
盾
を
考
え
て

い
る
こ
と
自
盤
、
軍
純
な
闘
家
制到
豪
族
論
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
漢
代
以
来
王
朝
償
制
が
う
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
と
、
と
く

に
鮮
卑
の
征
服
閥
家
地
力
の
成
立
が
、
こ
の
時
鮎
で
均
田
制
の
施
行
を
可
能
に

し
た
と
い
う
契
機
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
施
行
の
具
盤
的

過
程
で
は
、
こ
の
鮮
卑
図
家
と
漢
人
豪
族
枇
曾
と
の
射
立
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と

⑬
 

を
指
摘
し
た
い
云
々
」
。

秦
漢
以
来
の
侍
統
で
あ
る
専
制
憾
制
と
北
貌
の
異
民
族
政
機
と
し
て
の
武
力

と
が
一
種
と
な
っ
て
、
均
田
制
施
行
を
可
能
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
堀
氏

の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
施
策
の
傑
件
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い

は
政
策
を
途
行
す
る
園
家
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
均
田
制
を
途

行
す
る
関
家
の
歴
史
的
本
質
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
本
質

を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
園
家
権
力
を
に
な
う
階
級
の
織
力
意
志
の
表
現
と
し

て
均
田
制
を
解
標
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
堀
氏
の
構
想
で
は
、
門

閥
貴
族
階
級
を
か
か
る
階
級
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
均
旧
制
推

進
の
主
程
的
意
志
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
掘
氏
の
説
に
お
け
る
均
田
鰻
制
な
い
し
惰
唐
国
家
は
、

一
定
の
祉
曾
的
現
質
を
構
成
し
て
い
る
階
級
閥
係
の
所
産
と
し
て
十
全
に
説
明

さ
れ
つ
く
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
堀
氏
に
限
ら
ず
、

ま

た
隔
唐
時
代
に
限
ら
ず
、
図
家
と
小
農
民
の
閥
係
を
基
本
的
支
配
閥
係
と
み
る

見
解
に
共
通
し
た
問
題
鮎
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
園
家
権
力
は
祉

曾
内
部
の
階
級
閥
係
か
ら
説
明
さ
れ
ず
、
一
種
先
験
的
な
存
在
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
筆
者
の
偏
見
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
問
題
を
生
ず
る
の
は
、
中
園
に
お
け
る
図
家
機
力
の
専

制
的
な
性
格
、
換
言
す
れ
ば
祉
舎
を
単
純
に
支
配
階
級
と
被
支
配
階
級
の
二
つ

に
大
別
し
図
家
は
前
者
の
後
者
に
針
す
る
抑
盤
機
構
で
あ
る
と
割
り
切
っ
て
し

ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
性
格
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と

言
っ
て
、
図
家
を
枇
舎
内
部
の
階
級
閥
係
か
ら
超
紹
し
た
存
在
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
く
た
め
に
は
、
中
園
に
お
け
る
階
級
関
係
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
年
来
筆
者
ら
の
提
唱
し
て

き
た
い
わ
ゆ
る
共
同
種
論
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
共
同
飽
闘
係
と
階
級
閥
係
の
相
互
媒
介
こ
そ
が
、
中
聞
社
曾
こ

と
に
六
朝
貴
族
制
祉
曾
の
支
配
の
賞
態
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
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の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
の
文
章
に
お
い
て
述
べ
た
の
で
、
こ

こ
で
は
省
略
し
た
い
。
ま
た
、

筆
者
自
身
の
均
田
制
や
郷
兵
集
園
乃
至
閥
隣
集

圏
に
射
す
る
理
解
が
右
の
よ
う
な
枇
曾
把
握
と
相
表
裏
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

⑮
 

て
も
、

て

こ

の
拙
論
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
一
口
つ
け
加
え
て
お

く
な
ら
ば
、
筆
者
は
こ
れ
ら
を
貴
族
制
の
設
展
形
態
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

専
制
趨
制
に
直
接
に
つ
な
が
る
こ
の
よ
う
な
事
象
を
貴
族
制
の
愛
展
形
態
と

理
解
す
る
こ
と
に
は
、
あ
る
い
は
異
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
六
朝

貴
族
が
多
く
官
僚
と
し
て
そ
の
階
級
的
姿
態
を
表
わ
す
理
由
に
ま
で
遡
っ
て
考

え
る
と
、
嘗
時
に
お
け
る
階
級
関
係
は
、
私
有
財
産
制
に
よ
っ
て
明
確
に
匿
分

さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
民
衆
に
劃
す
る
管
理
者
的
性
格
の
有
無
を
重
要

な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
階
級
匿
分
は
本
来
政

治
的
直
分
た
る
性
格
を
内
在
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
性
格
が
政
治
の
統
一

的
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
専
制
飽
制
の
形
成
が
あ
る
と
見

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
門
閥
貴
族
の
寄
生
官
僚
化
説
は
、
陪
唐
成
立
期
の

み
な
ら
ず
、
は
や
く
六
朝
時
代
に
つ
い
て
も
云
々
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
嘗
否
は
、
省
時
に
お
け
る
階
級
関
係
の
あ
り
方
を
ど
う
理
解
す
る

@
 

か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
惰
唐
H
古
代
末
期
説
を
、
五

O
年
嘗
時
か
ら
現
在
に
至
る
皐
界
の
歩
み

の
な
か
で
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
最
初
の
時
鮎
か
ら
す
れ
ば
、
世
田
該

時
代
の
歴
史
的
展
開
を
位
曾
の
内
面
か
ら
把
捉
す
る
と
い
う
方
法
が
深
ま
っ
て

来
て
い
る
と
は
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
専
制
種
制
と
い
う
形
式
上
の
連

績
性
に
よ
っ
て
秦
漢
と
階
唐
を
同
質
の
世
界
と
し
て
理
解
し
う
る
か
ど
う
か
、

そ
の
疑
問
は
未
だ
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
専
制
健
制
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
図
家
が
い
か
な
る
階
級
閥
係
の
表
現
形

式
な
の
か
を
追
求
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
ろ
う
。

四

唐
宋
獲
草
の
論
理
に
つ
い
て

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
五

0
年
代
に
お
け
る
堀
氏
の
唐
宋
掛
変
革
論
で

は
、
唐
朝
の
律
令
制
的
秩
序
を
破
っ
て
登
場
し
て
く
る
新
興
諸
勢
力
は
家
父
長

制
的
支
配
構
造
に
貫
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
中
国
枇
舎
の

封
建
化
の
前
提
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
そ
の
封
建
化
の
政
治
的
未
熟
さ
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
。
六

0
年
代
以
降
に
な
る
と
、
氏
の
研
究
針
象
が
時
代
を
遡
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
議
論
は
見
ら
れ
な
い
。

し
か
し
栗
原
盆
男
氏
の

唐
末
・
五
代
史
に
お
け
る
諸
論
考
で
は
、
依
然
と
し
て
家
父
長
制
支
配
が
設
の

中
心
概
念
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

栗
原
氏
は
、
五

0
年
代
の
中
頃
、
唐
末
・
五
代
の
藩
銀
に
お
い
て
節
度
使
と

親
衛
軍
と
の
聞
に
見
ら
れ
た
鍛
父

・
俵
子
の
結
合
に
闘
す
る
研
究
を
愛
表
し

恥
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
唐
代
中
期
の
藩
鎖
に
お
け
る
鍛
父
子
結
合
が
集
圏
型
で

あ
る
の
に
到
し
、
唐
末

・
五
代
の
そ
れ
は
個
人
型
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
者

の
俵
子
は
主
慢
性
が
稀
簿
で
あ
り
、
奴
軸
端
的
で
あ
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は
主
慢

性
が
増
し
、
隷
属
性
が
少
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
相
違
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
雨
形
態
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
家
父
長
制
的
支

配
で
あ
る
と
い
う
。

⑬
 

氏
の
そ
の
後
の
研
究
も
、
こ
の
俵
父
子
結
合
の
家
父
長
制
的
関
係
を
軸
と
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
氏
の
唐
宋
出
現
革
論
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
附

奥
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
に
よ
れ
ば
、
飯
父
子
結
合
じ
た
い
に
は
一
定
の
設

展
が
あ
っ
た
も
の
の
、
結
局
個
人
と
他
人
と
の
閥
係
と
い
う
枠
を
出
る
こ
と
が

で
き
ず
、
俵
父
家
と
依
子
家
と
い
う
よ
う
な
家
と
家
と
の
闘
係
に
ま
で
定
着
し

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
古
代
律
令
園
家
の
出
問
機
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
武
人
間
の

私
的
主
従
関
係
は
、
か
く
非
世
襲
的
な
、
い
わ
ば
未
成
熟
な
段
階
に
止
ま
っ
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た
。
こ
の
こ
と
が
宋
朝
以
降
の
集
権
的
文
臣
官
僚
健
制
を
成
立
せ
し
め
た
こ
と

と
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
栗
原
氏
が

l
i五
0
年
代
の
堀
氏
も
そ
う

で
あ
っ
た
が
|
|
落
鎮
の
私
的
結
合
関
係
の
中
に
前
封
建
的
家
父
長
的
性
絡
を

見
な
が
ら
、
結
局
は
そ
れ
が
封
建
的
政
治
機
構
に
設
展
し
え
な
か
っ
た
未
熟
さ

を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
未
熟
さ
は
、
古
代
官
僚
制
を
克
服
し
え
な
か
っ
た
未
熟
き
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
藩
鎮
の
基
盤
を
な
す
傭
兵
制
は
政
府
の
雨
税
収
奪
に
依
接
し
て
い
る
。

叉
節
度
使
や
州
将
の
職
任
も
官
僚
制
の
一
環
で
あ
っ
て
、
頻
繁
な
鱒
任
か
ら
も

そ
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
新
興
勢
力
た
る
藩
鋲
も
在
地
に
し

っ
か
り
と
足
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
。
藩
鎮
の
み
で
は
な
い
。
黄
巣
が
長

安
を
占
領
し
た
さ
い
、
叛
飢
指
導
部
は
中
下
位
の
唐
朝
官
僚
は
そ
の
ま
ま
任
用

し
て
改
め
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
新
政
機
を
構
成
す
る
の
に
既
存
の

唐
朝
支
配
組
織
を
導
入
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
唐
朝
官
僚
制
を
克
服
し
た
と
は

い
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
策
集
の
革
命
政
植
さ
え
も
か
か
る
未
熟

さ
を
例
拭
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
氏
も
唐
代
中
期
の
藩
鎮
か
ら
黄
巣
の
飢
へ
、
黄
巣
の
凱
か
ら
五
代

の
新
情
勢
へ
と
、
府
四
時
の
政
治
過
程
が
は
げ
し
く
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
を
跡
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で
は
、
そ
の
よ
う
に

生
み
出
さ
れ
る
新
ら
し
い
政
治
健
制
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

の
限
界
と
は
、
古
代
官
僚
制
か
ら
中
町
封
建
制
へ
と
い
う
歴
史
設
展
の
基
準
に

照
ら
し
て
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
限
界
で
あ
る
。
唐
宋
樹
皮
革
を
こ
の
基
準
で
把

え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
、
諸
現
象
が
こ
の
基
準
に
射
し
て
否
定
面

し
か
表
わ
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
基
準
そ
の
も
の
の
再
検
討
停
必
要
と
な
る

の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
最
近
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
提
出
し
た
が
、
こ
の
鮎
に

関
連
し
て
さ
ら
に
考
察
す
べ
き
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
お
も
う
。

先
封
建
制
と
し
て
の
家
父
長
制
支
配
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
イ
が
唐
宋
嬰
革
の
把

握
に
適
切
で
な
い
と
し
て
も
、
唐
末
の
新
興
諸
勢
力
に
擬
制
家
族
的
構
造
の
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
ど
う
理

解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
鮎
を
俵
父
子
結
合
に
即
し
て
考
え
た
場

合
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
の
課
題
が
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず

節
度
使
と
親
兵
と
の
俵
父
子
結
合
の
背
景
と
し
て
、
栗
原
氏
も
述
べ
る
よ
う

に
、
節
度
使
と
一
般
傭
兵
と
の
聞
の
針
立
閥
係
が
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
唐

代
爾
者
は
給
輿
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
封
立
抗
手
し
、
そ
の
結
果
節
度
使
、が放

逐
さ
れ
、
も
し
く
は
殺
害
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
将
兵

問
の
か
か
る
劉
立
闘
係
は
六
朝
時
代
に
は
そ
の
例
を
見
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
将
兵
は
一
般
に
身
分
的
に
国
別
さ
れ
、
将
は
丘
一
を
人
格
的
に
支
配
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
唐
代
藩
鎮
の
こ
う
し
た
事
態
は
、
そ
の
人
格

的
身
分
的
支
配
関
係
の
破
綻
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
節
度
使
の
親
兵
蓄
養
お

よ
び
雨
者
間
の
俵
父
子
結
合
は
、
こ
の
事
態
へ
の
封
態
策
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
父
子
結
合
の
背
景
に
は
、
将
兵
聞
の
身
分
的
人
格

的
殺
風
閥
係
の
破
綻
と
い
う
新
事
態
が
存
在
す
る
の
で
あ
る。

こ
の
よ
う
な
新
ら
し
い
事
態
は
、
俵
父
子
結
合
を
外
側
か
ら
規
定
し
て
い
る

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
俵
父
子
結
合
の
外
形
は
た
し
か
に
擬
制
家
族
的
で
あ
り
、

あ
る
い
は
家
父
長
制
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
西
嶋
氏
の

醤
説
に
い
わ
ゆ
る
家
父
長
的
家
内
奴
隷
制
と
は
、
内
容
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

各
家
族
に
牧
養
さ
れ
る
奴
紳
が
か
り
に
家
父
長
的
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
い

る
と
し
た
場
合
、
主
人
と
奴
稗
と
の
聞
は
い
う
ま
で
も
な
く
越
え
る
こ
と
の

で
き
な
い
身
分
制
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
奴
鮮
が
擬
制
家
族
員

と
し
て
主
家
を
相
綴
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
原
則
と
し
て
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
に
封
し
、
俵
父
子
結
合
に
お
い
て
は
、
俵
子
は
俵
父
の
統
率
制
帽
を
他
継
承
す
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る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
身
分
上
の
医
別
は
な
い
と
考
え
て

さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
同
じ
よ
う
に
家
族
と
し
て
包
容
さ

れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
は
身
分
的
と
非
身
分
的
の
相
違
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
俵
父
子
結
合
は
内
的
に
も
外
的
に
も
非
身
分
制
に
よ

っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
構
造
こ
そ
、
韓
国
時
の
歴
史
性
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
か
え
り
み
れ
ば
、
家
内
奴
隷
制
と
し
て
の
奴
縛
制
も
、
段
周
の
氏

族
制
的
祉
曾
の
鼠
纏
が
生
ん
だ
新
ら
し
い
歴
史
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
氏
族
秩

序
の
解
鰻
と
い
う
事
情
を
ふ
ま
え
て
人
び
と
が
相
互
に
結
び
あ
っ
た
人
的
結
合

の
一
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
俵
父
子
結
合
は
、
身
分
制
吐
曾

の
劇
場
と
い
う
情
況
に
お
い
て
成
立
し
た
新
ら
し
い
結
合
形
式
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
類
似
し
た
擬
制
家
族
的
外
形
の
中
に
、
貨
は
相
異

な
る
史
的
内
容
が
み
た
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

小
文
の
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
問
題
は
、
で
は
こ
の
候
父
子
結
合
と
集

楠
官
僚
制
と
の
閥
係
は
ど
う
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
堀
・
栗
原
雨
氏
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
一
般
に
首
時
の
新
興
勢
力
は
個
々
の
政
治
権
力
と
し
て
自
ら
を

維
持
す
る
こ
と
な
く
、
終
局
的
に
は
集
権
官
僚
制
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
つ
ま

り
そ
れ
は

一
時
的
機
カ
に
終
り
、
世
田
時
の
祉
曾
を
全
面
的
恒
久
的
に
把
握
し
う

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
っ
て
代
っ
た
集
権
的
官
僚
制

は
、
非
身
分
制
的
官
僚
制
、
い
わ
ゆ
る
利
寧
官
僚
制
で
あ
っ
た
。
新
興
勢
力
の

支
配
惚
制
と
集
権
官
僚
制
と
の
聞
に
は
、
私
的
か
公
的
か
と
い
う
形
式
上
の
差

異
が
あ
り
、
そ
れ
が
封
建
的
政
治
組
織
の
未
成
熟
云
々
の
議
論
を
生
む
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
歴
史
的
内
容
そ
の
も
の
に
眼
を
注
ぐ
な
ら
ば
、
身
分

制
打
破
と
い
う
共
通
項
が
あ
っ

て
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
も
さ
し
て
不
自

然
で
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註①
石
母
田
正
「
中
世
史
研
究
の
起
鮎
||
封
建
制
へ
の
二
つ
の
道
に
つ
い

て
」
(
東
京
大
祭
出
版
部
編
『
日
本
史
研
究
入
門
』
)
・
松
本
新
八
郎

「
原

始

・
古
代
位
曾
に
お
け
る
基
本
的
矛
盾
に
つ
い
て
」

(
歴
史
察
研
究
曾
編

『
世
界
史
の
基
本
法
則
』
岩
波
書
庖
)

②
歴
史
摩
研
究
曾
編
「
国
家
権
力
の
諸
段
階
』
岩
波
書
底
、
所
段。

③
「
唐
末
諸
叛
飢
の
性
格
」
(
『
東
洋
文
化
』
七
)
・「
資
集
の
叛
飢
」
(『東

洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
一
ニ
〉
・
「
藩
銀
親
術
軍
の
権
力
構
造
」
(
同
二

O
)

「唐
末
の
蝿
変
革
と
農
民
居
の
分
解
」
(
『
歴
史
評
論
』
八
八
)
な
と。

④

「北
朝
の
均
団
法
規
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

二
八

γ
「
均
田
制
の
成
立
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
四

l
一
-
一一〉

・
「
均

田
制
と
良
賎
制
」
(
『
仁
井
田
博
士
追
悼
論
文
集
』
て
岩
波
書
宿
〉
・
「
九

口
問
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ

て
」
(『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
五
〉

・「
貴
族
制
祉
曾
の
成
立
」
(
『
中
園
文
化
叢
書
八
文
化
史
』
、
大
修
館
書

庖
)
・
「
軸
翌
日
の
占
田
・
課
回
と
給
客
制
の
意
義
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
六
二
)
な
ど
。

⑤

「
唐
帝
園
の
崩
簸
ー
ー
そ
の
歴
史
的
意
義
|
|
」

(
『
古
代
史
講
座
』
一

。
、
開
宇
生
祉
〉
。

@

「

北
朝
軍
制
に
於
け
る
所
謂
郷
兵
に
つ
い
て
」
(
『
重
松
先
生
士
口
韓
併
記
念

九
州
大
開
宇
東
洋
史
論
叢
』
)
。
な
お
拙
著

『
陥
麿
帝
図
形
成
史
論
』
(
筑
摩

書
房
〉
二
二

O
l
一
一
一
一
一
頁
参
照。

⑦
『
惰
唐
史
研
究
』
〈
東
洋
史
研
究
曾
)

・
『
惰
唐
帝
園
』
(
講
談
社
)
・

「惰
唐
帝
閣
の
成
立
」

(
『岩
波
講
座
世
界
歴
史
五
』
岩
波
書
庖
)
な
ど
。

③

前
掲

『
陪
唐
帝
国
』

一
四
|
一

五
頁
。
な
お
筆
者
の
同
書
書
許
(
「
名

古
屋
大
事
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
ニ
)
参
照
。
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⑨

「中
世
貴
族
制
の
崩
壊
と
僻
召
制
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一
|
一
ニ
)
・
「
宋

代
土
大
夫
の
成
立
」

(『
中
園
文
化
議

書

八

文
化
史』

大
修
館
書
庖
)
・

「隔
の
貌
闘
と
腐
初
の
食
釘
封
」
(
『
東
方
感
報

・
京
都
三
七
』
)
・
「
唐
中

期
の
政
治
と
枇
曾
」
(
『
岩
波
誠
座
世
界
歴
史
』
五
)
・
「
律
令
健
制
と
そ
の

尉
域
」
(
中
闘
中
世
史
研
究
合
編
『
中
闘
中
世
史
研
究
』
東
海
大
串
出
版

曾
〉
な
ど
。

⑮
「
均
田
制
の
理
念
と
大
土
地
所
有
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
二
五
1

四)。

⑪
「
中
間
古
代
史
と
共
同
髄
の
問
題
」
(
『
駿
翠
史
皐
』
二
七〉。

⑫

「

『共
同
値
』
論
字
に

つ
い
て
|
|
中
園
史
研
究
に
お
け
る
思
想
状
況

|
|
」

(
『
名
古
屋
人
文
科
事
研
究
曾
年
報
』

一〉
。

⑬
そ
の
細
部
は
、
掘
敏
一
「
均
田
制
と
租
庸
調
制
の
展
開
」
(
『
岩
波
講
座

世
界
歴
史
』
五〉

・
前
掲
拙
著

一一
二
三
1

一
三
四
頁
参
照
。

⑬

前

掲

「
中
国
古
代
史
と
共
同
慢
の
問
題
」
。

⑬
前
掲
「
均
田
制
の
理
念
と
大
土
地
所
有
」・

『
階
唐
帝
図
形
成
史
論
』
第

田
編
各
章
。

⑮
拙
稿
「
六
割
貴
族
制
枇
曾
の
史
的
性
格
と
律
令
健
制
へ
の
展
開
」
(
『
枇

曾
経
済
史
皐
』
一
一
一

一
|
一
J
五
)
参
照
。

⑫

「唐
五
代
の
俵
父
子
的
結
合
の
性
格
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
六
二
|
六
)
・

「唐
末
五
代
の
仮
父
子
的
結
合
に
お
け
る
姓
名
と
年
齢
」

(
『
東
洋
皐
報
』

三
八
|
四
〉
。

⑬
そ
の
論
旨
は
、「
貴
族
政
治
か
ら
文
臣
官
僚
髄
制
へ
」
(
『
世
界
の
歴
史
』

六
、
筑
摩
書
房
)
・
「安
史
の
飢
と
藩
鎮
鰻
制
の
展
開
」
(
『
岩
波
講
座
世
界

歴
史
』
六
、
岩
波
書
庖
)

・
前
掲

『惰
唐
帝
闘
』
(
講
談
吐
)
な
ど
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

⑬

こ

の

黙
は
怯
井
秀
一

氏
も
、
「
唐
朝
一
ア
イ

ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
の
再
現
で
あ

る
」
と
性
格
づ
け
て
い
る
(
「
麿
末
の
民
衆
叛
飢
と
五
代
の
形
勢
」
『
岩

波
講
座
世
界
歴
史
』
五
、
岩
波
書
庖
)
。

③
前
掲
、

『
間
麿
-Mm
園
』
古
都
。

。，“
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