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評
・
紹

介
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波
謹
著
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治
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曾
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本
室
田
は
著
者
の
大
皐
卒
業
以
来
の
主
要
論
文
を
牧
め
た
も
の
で
、
序
論
で
は

近
年
の
皐
界
動
向
と
著
者
の
業
績
と
の
関
連
を
、
後
記
で
は
各
論
文
を
執
筆
し

た
事
情
と
そ
の
首
時
の
身
透
の
紋
況
を
述
べ
、

著
者
の
歩
ん
で
き
た
足
跡
と
関

心
の
あ
り
方
な
ど
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。
著
者
を
知
る
者
に
と

っ
て
は
、

そ
の
人
柄
を
初
併
さ
せ
る
面
も
あ
る
。
本
論
は
第
I
部
「
唐
宋
の
繁
革
と
使

職
」
、
第
日
部
「
行
政
機
構
と
官
僚
杜
倉
」
、
第
E
部
「
筒
唐
の
杜
曾
と
財
政
政

策
」
、
第
W
部
「
傍
数
と
園
家
」
か
ら
成
り
、
全
十
一
章
の
論
文
が
配
列
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
第
I
-
H
-
皿
郡
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
附
章
が
つ
い
て

い
て
、
著
者
が
お
り
お
り
に
書
い
た
概
設
的
な
文
章
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
に
よ
っ
て
内
容
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
諸
章
は
ほ
ぼ
端
技

表
嘗
時
の
原
形
を
維
持
し
て
手
を
加
え
ず
、
引
用
文
に
の
み
訓
譲
を
添
え
、
補

訂
す
べ
き
事
項
は
補
注
・
補
記
に
譲
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
ゆ
き
方
で

あ
ろ
う
。
鐙
裁
に
関
す
る
こ
と
は
そ
の
く
ら
い
に
し
て
、
た
だ
ち
に
各
章
の
紹

介
に
入
ろ
う
。

第
I
郡
第
一
章
「
三
司
使
の
成
立
に
つ
い
て
|
|
唐
宋
の
繁
革
と
使
職
|
|
」

は
著
者
の
卒
業
論
文
で
あ
る
が
、
副
題
は
第
I
郡
の
題
名
と
も
な
っ
て
い
て
、

著
者
の
最
初
の
関
心
の
所
在
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
評
者
は
第
二
次
大
戦
後

の
時
代
区
分
論
争
は
な
や
か
な
り
し
頃
、
や
は
り
唐
宋
繁
革
期
に
た
い
す
る
関

心
か
ら
研
究
を
は
じ
め
た
が
、
私
な
ど
よ
り
は
何
年
も
後
の
こ
の
著
者
の
頃
ま

で
は
、
務
革
に
つ
い
て
の
考
え
を
異
に
し
な
が
ら
、
問
題
関
心
を
共
有
す
る
面

が
あ
っ
た
こ
と
を
、
本
書
で
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
努

草
の
一
つ
の
特
徴
は
、
律
令
制
的
支
配
の
愛
化
に
あ
る
か
ら
、

令
外
の
官
で
あ

る
各
種
使
職
の
出
現
は
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
が
、
私
を
も
含
め
て
日
本
の

研
究
者
の
多
く
が
節
度
使
の
研
究
に
集
中
し
た
の
に
た
い
し
、
著
者
は
中
央
財

政
機
関
の
戸
部
か
ら
、
堕
銭
使
・
度
支
使

・
縛
運
使
等
の
出
現
を
経
て
、
五

代
・
宋
の
三
司
使
が
成
立
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
節
度
使
は
繁
革
期
の

政
治
過
程
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
知
る
に
は
重
要
で
あ
る
が
、
宋
朝
の
中
央
集
権
園

家
の
機
構
に
つ
な
が
る
黙
で
は
=
一
司
使
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
著
者
の
着
眼

が
あ
り
、
ま
た
後
の
官
僚
制
研
究
に
い
た
る
そ
の
傾
向
も
み
て
と
れ
る
。
著
者

は
後
に
唐
宋
繁
革
の
性
格
を
、
武
力
図
家
か
ら
財
政
閣
家
へ
の
慶
貌
と
特
徴
.つ

け
た
が
、
三
司
使
の
研
究
は
、
第
血
部
の
諸
論
文
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
氏

の
関
心
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
第
一
章
は
財
政
史
や
経
済
史
の
論

文
と
は
い
え
ず
、
令
外
の
諸
臓
が
い
っ
、
ど
の
よ
う
な
職
掌
を
も
っ
て
成
立
し

て
い
っ
た
の
か
を
示
す
制
度
史
的
研
究
で
あ
る
が
、
史
料
を
丹
念
に
讃
ん
で
年

代
を
確
定
し
て
い
く
史
料
操
作
は
確
貨
で
あ
る
。

第
二
章
「
中
世
貴
族
制
の
樹
媛
と
酔
召
制
|
|
牛
李
の
黛
争
を
手
が
か
り
に

|
|
」
は
、
修
士
論
文
に
も
と

e

つ
い
た
も
の
で
、
政
治
史
と
制
度
史
と
を
結
合

さ
せ
た
名
篇
で
あ
る
。

奮
来
牛
李
の
策
局
宇
に
つ
い
て
は
、
明
経
源
の
山
東
貴
族

と
進
士
波
の
新
興
階
級
と
の
劉
立
と
す
る
陳
寅
格
読
等
が
あ
っ
た
が
、
著
者
は

嘗
時
新
興
階
級
が
科
奉
に
よ
っ
て
登
場
す
る
に
は
限
界
が
あ
り
、

多
く
が
節
度

使
等
の
使
職
の
辞
召
に
師
応
ず
る
情
勢
に
あ
っ

て
、
牛
李
雨
黛
と
も
に
、
指
導
者

が
節
度
使
等
に
出
た
際
僻
召
し
た
門
生
故
吏
を
多
く
擁
し
て
い
た
と
す
る
。
こ

-153ー
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の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
、
唐
朝
後
学
期
の
政
権
の
末
端
に
多
数
の
新
興
階

級
が
登
場
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
が
宮
廷
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、

唐
末
五
代
の
動
慌
を
経
て、

そ
れ

ら
新
興
階
級
が
い
っ
せ
い
に
権
力
を
痘
る
の
が
宋
朝
政
権
で
あ
り
、

唐
宋
蟹
革

が
官
僚
制
の
嬰
化
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
獲
革
の
特
異
性
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
感
想
で
あ
る
が
、

牛
李
の
策
手
に
も
ど
っ
て
、
そ
れ
で
は
雨
燃
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
と

い
え
ば
、
藩
鎖
と
異
民
族
に
射
す
る
政
策
の
相
違
、
和
卒
論
と
強
硬
主
戦
論
の

相
違
で
あ
る
と
著
者
は
い
う
。
そ
の
上
で
ど
ち
ら
が
よ
り
新
し
く
、
よ
り
古
い

か
と
い
え
ば
、
君
主
権
力
の
強
化
に
よ
っ
て
自
己
の
勢
力
を
維
持
し
よ
う
と
し

た
強
硬
汲
の
李
黛
が
、
官
僚
貴
族
化
し
た
醤
門
閥
食
族
居
を
代
表
し
、
軍
事
費

捻
出
の
た
め
の
苛
数
議
求
や
畷
併
を
や
っ
た
の
で
あ
り
、
牛
黛
は
富
豪
大
賀
層

と
結
ん
で
現
状
維
持
の
和
卒
論
を
唱
え
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
い
っ
た
ん
否

定
し
た
か
に
み
え
た
陳
寅
格
設
が
、
ま
た
肯
定
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
貴
族
麿
が
辞
召
に
よ
っ
て
新
興
階
級
を
も
そ
の
勢
力
に
と
り

こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
現
質
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
、
自
ら
墓

穴
を
掘
る
と
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
著
者
は
い
う
。
私
流
に
い

え
ば
そ
れ
は
沓
貴
族
居
の
も
つ
矛
盾
で
あ
り
、
い
ま
や
新
興
階
級
の
建
頭
が
無

視
し
え
な
い
情
勢
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
表
題
に
い
う
「
貴
族
制
の
鼠
壇
」
が
招
来
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

だ
と
思
う
。

第
三
章
「
唐
代
使
院
の
僚
佐
と
降
召
制
」
は
、
テ
1
7
に
お
い
て
は
前
章
で

指
摘
し
た
降
召
制
を
、
藩
銅
酬
の
幕
府
の
場
に
お
い
て
具
陸
的
に
考
察
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
方
法
か
ら
い
え
ば
文
集
や
石
刻
文
の
記
事
の
内
容
に
則

し
た
課
題
設
定
と
分
析
を
行
な
う
、
著
者
の
研
究
方
法
の
新
し
い
段
階
に
属
す

る
と
思
わ
れ
る
。
貧
際
著
者
の
研
究
は
前
章
の
あ
と
第
田
部
の
テ
1
マ
に
移

り
、
そ
の
後
こ
の
第
三
章
に
も
ど
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
章
は
方
法
的
に
は

む
し
ろ
第
E
郡
の
諸
論
文
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
後
記

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
文
科
皐
研
究
所
の
助
手
時
代
に
修
得
し
た
シ
ナ
拳
拳
習

の
成
果
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黙
を
具
盤
的
に
窺
う
と
、
こ
の
章
で
は

「
剣
南
西
川
幕
府
諸
公
篤
員
讃
」
「
使
院
新
修
石
随
記
」
「
諸
葛
武
侯
洞
堂
碑

陰
記
」
「
慶
唐
観
李
蜜
謁
岡
県
廟
題
記
」
と
い
っ
た
文
章
を
使
用
し
て
、
こ
れ
ら

に
列
記
さ
れ
て
い
る
節
度
使
・
観
察
使
の
使
院
の
僚
佐
は
、
質
際
の
職
務
を
示

す
幕
職
官
の
ほ
か
に
、
そ
の
序
列
と
俸
蔽
を
示
す
た
め
に
中
央
の
諸
官
職
(
検

校
粂
試
の
官
、

客
様
官
〉
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
一

覧
表
に

並
べ
て
、
そ
れ
に
と
も
な
う
詳
細
な
解
読
を
附
し
て
い
る
。
従
来
中
園
史
の
研

究
は
、
正
史
そ
の
他
の
史
書
や
政
書

・
類
書
の
類
の
編
纂
物
か
ら
断
片
的
な
史

料
を
ぬ
き
出
し
て
綴
り
あ
わ
せ
る
こ
と
が
多
く
、
し
ば
し
ば
隔
靴
掻
淳
の
感
を

菟
れ
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。
で
き
れ
ば
完
整
し
た
史
料
を
利
用
す
る
に
若
く
は

な
い
の
で
あ
る
が
、
敦
煙
・

吐
魯
番
等
出
土
の
文
書
が
偶
然
に
残
る
一
部
の
分

野
は
別
に
し
て
、
各
時
代
を
通
じ
て
利
用
で
き
る
の
は
文
集
や
石
刻
等
に
残
る

文
章
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
そ
の
内
容
に
則
し
て
利
用
す
る
と
な
れ
ば
、
最

も
多
く
の
数
果
を
期
待
し
う
る
の
は
官
僚
制
の
研
究
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し

て
本
書
の
著
者
は
ま
さ
に
こ
の
分
野
に
お
い
て
成
果
を
あ
げ
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
本
章
と
そ
れ
に
績
く
第
E
郡
の
諸
章
な
の
で
あ
る
。

第
血
部
第
一
章
「
唐
代
の
蘇
尉
」
は
、

右
の
方
法
に
よ
る
ケ
1
ス
・
ス
タ
デ

ィ

l
と
で
も
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
唐
人
の
文
集
に
収
め
ら
れ
る
壁
記
と
制
詰

を
利
用
し
て
、

ま
ず
地
方
行
政
末
端
の
燃
の
下
級
の
官
職
の
尉
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
が
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
ご
と
き
警
察
や
刑
獄
の
官
で
は
な
く
、
州
の

諸
嘗
参
軍
事
に
針
路
し
て
、
'蘇
の
諸
曹
を
分
剣
す
る
剣
官
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

A
後



155 

か
に
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
上
懸
以
上
の
懸
で
は
二
人
の
尉
が
、

功

・
戸
・
倉

諸
曹
と
丘
(
・
法
・
土
諸
曹
を
分
推
す
る
が
、
時
に
三
人
お
か
れ
る
場
合
に
は
、

三
人
目
が
土
・
倉
を
一
括
し
て
分
擁
し
た
。
ま
た
官
僚
の
昇
官
コ
l
ス
か
ら
み

た
場
合
、
首
都
近
傍
の
懸
尉
は
、
準
土
|
校
書
(
秘
書
省
)
|
畿
尉
|監
察
御

史
拾
遺
:
・
と
い
う
よ
う
に
、
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
た
ど
る
コ

1
ス
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
名
血
管
の
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。

第
二
章
「
唐
代
の
制
詰
」
は
、
前
章
で
使
用
し
た
制
詰
の
詳
細
な
解
説
で
あ

る
と
と
も
に
、
前
章
と
関
連
し
て
制
詰
・

壁
記
に
よ
っ
て
州
の
上
佐
に
言
及
し

て
い
る
。
ま
ず
文
苑
英
華
は
中
書
制
諮
と
翰
林
制
詔
を
分
け
る
が
、
そ
れ
は
宋

人
に
よ
る
分
類
で
あ
り
、
唐
代
で
は
雨
者
の
職
務
分
鎗
は
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
で
な

く
、
と
く
に
著
者
が
関
心
を
も
っ
大
部
分
の
地
方
官
職
が
中
書
制
詰
に
よ
っ

て

任
命
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
制
詩
作
成
の
手
順
を
み
る
と
、
中

書
舎
人

(
な
い
し
知
制
詰
〉
に
起
草
を
命
ず
る
趣
旨
を
書
い
た
詞
頭
が
ま
ず
輿

え
ら
れ
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
の
意
義
、
被
任
命
者

の
人
物
・
履
歴
・
能
力
を
述
べ
、
最
後
に
任
命
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
放
果
を

記
す
の
が
常
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
律
令
官
制
で
あ
れ
ば
、
被
任
命
者
の

考
課
に
よ
る
記
録
が
中
央
に
備
わ
っ
て
い
て
そ
れ
に
嬢
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

藩
鎮
の
僚
佐
野
召
の
場
合
は
、

薦
患
の
朕
が
中
央
へ
途
ら
れ
、
そ
れ
が
下
敷
に

な
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
鈴
木
虎
雄
氏
は
白
居
易
が
詞
頭

を
極
り
つ
ぶ
し
た
と
み
ら
れ
る
例
を
あ
げ
て
、
中
書
会
人
は
天
子
宰
相
の
意
見

を
も
拒
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
設
を
述
べ
た
が
、
内
藤
乾
吉
・
宮
崎
市
定
氏

ら
に
よ
れ
ば
、
中
書
会
人
が
起
草
し
た
も
の
が
門
下
省
に
迭
ら
れ
、
門
下
省
の

給
事
中
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
封
駁
の
権
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
黙

に
つ
い
て
著
者
は
、
本
章
で
白
居
易
の
詞
頭
封
還
は
例
外
的
な
も
の
と
み
る
べ

き
で
あ
る
と
し
、
次
章
で
こ
れ
を
-
訂
正
し
て
白
居
易
の
詞
頭
封
還
と
い
う
事
賞

は
な
か
っ
た
と
い
い
、
封
較
が
給
事
中
の
職
掌
で
あ
る
と
い
う
後
者
の
読
を
確

認
し
た
。
最
後
に
州
の
上
佐
に
つ
い
て
は
、
唐
代
後
半
、
上
で
は
藩
銀
使
院
の

権
限
が
機
大
し
、
下
で
は
麻
が
地
方
行
政
の
末
端
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
る

間
に
あ
っ
て
、
そ
の
地
位
は
左
濯
や
溢
任
さ
れ
た
者
、
停
年
前
の
老
年
者
等
に

輿
え
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
三
章
「
唐
の
三
省
六
部
」
は
、
内
藤
乾
吉
「
唐
の
三
省
」
を
つ
い
で
、
こ

れ
を
補
う
べ
き
諸
論
黙
を
制
詰
や
新
出
土
告
身
等
を
利
用
し
て
論
じ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
中
書
合
人
と
給
事
中
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中
書
省

・
門
下
省
の
寅
権

を
掌
揮
し
て
い
た
と
い
う
の
が
内
藤
氏
の
設
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
前

述
の
封
較
の
権
に
関
す
る
鈴
木
虎
雄
読
批
剣
が
、
前
章
の
訂
正
を
含
め
て
確
認

さ
れ
る
。
雨
者
の
官
は
官
ロ
聞
を
同
じ
く
す
る
が
、
唐
後
牢
期
に
な
る
と
中
書
舎

人
の
方
が
格
が
上
に
な
る
。
そ
れ
は
官
僚
の
昇
進
コ
l
ス
に
お
い
て
、

給
事
中

か
ら
中
書
舎
人
に
な
る
者
が
あ
っ
て
も
、
中
書
舎
人
か
ら
給
事
中
に
な
る
者
の

な
か
っ
た
こ
と
で
一
示
さ
れ
る
。
中
金
百合
人
は
向
書
省
の
郎
中

・
員
外
郎
か
ら
上

る
者
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
諌
議
大
夫
と
給
事
中
か
ら
透
る
者
が
多
か
っ
た

が
、
そ
の
逆
が
少
な
い
と
い
う
孫
薗
棟
氏
の
研
究
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、

給
事
中
に
つ
い
て
は
、
筒
書
郎
か
ら
給
事
中
か
地
方
の
刺
史
に
な
る
者
が
、
か

な
り
の
人
数
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
著
者
の
意
見
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い

る
。
つ
ぎ
に
向
書

・
門
下
・
中
書
三
省
の
序
列
に
つ

い
て
、
玄
宗
期
に
中
書
省

の
優
位
、
向
書
省
の
降
格
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
、
向
霊
園六
部
と
九
寺
五
監
と

の
関
係
は
重
複
で
は
な
く
、
統
廃
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

三

省
関
の
優
劣
関
係
は
、
新
出
土
の
臨
川
公
主
石
刻
告
身
が
例
に
怒
げ
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
僧
尼
の
奔
君
親
問
題
を
め
ぐ
る
高
宗
時
の
中
肇
都
堂
の
貧
議
に
出
席

し
た
の
は
向
書
省
以
下
の
官
僚
で
、
中
書

・
門
下
商
省
の
者
が
い
な
い
例
を
摩

げ
て
、
街
書
省
が
中
書

・
門
下
以
外
の
官
署
の
意
見
を
集
約
す
る
役
割
を
も
っ
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て
い
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
筒
書
六
部
の
中
の
優
劣
に
つ

い

て
み
る
と
、

六
部
の
郎
中
・

員
外
郎
か
ら
中
番
舎
人

・
給
事
中
に
な
る
が
、
中

番
台
人
は
そ
の
後
六
部
の
侍
邸
へ
昇
任
す
る
者
が
多
い
。
そ
の
な
か
で
も
唐
初

に
は
吏
部
侍
郎
が
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
雄
部
侍
郎
が
多
く
な
り
、

唐
後
宇
使

職
が
重
要
に
な
る
と
戸
部
侍
郎
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。
最
後
に
六
部
の
下

の
二
十
四
司
の
職
務
の
繁
簡
や
秘
書
省
に
つ

い
て
の
言
及
が
あ
る
。
な
お
附
章

の
「
唐
の
官
制
と
官
職
」
は
、
市
討
を
得
た
唐
代
官
僚
制
の
解
説
と
し
て
初
心
者

や
専
門
外
の
方
に
お
時
間
め
し
た
い
。

第
田
部
は
前
述
の
よ
う
に
、
第
l
部
第
一

・
二
章
に
繍
い
て
、

大
祭
院
博
士

課
程
か
ら
人
文
科
皐
研
究
所
助
手
時
代
の
産
物
で
あ
る
。
そ
の
後
神
戸
大
皐

・

京
都
大
血
干
の
助
教
授
に
な
っ
て
か
ら
、
第
l
部
第
三
章
以
後
の
研
究
段
階
に
入

る
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、

第
四
部
の
諸
論
文
も
一
つ
一
つ
の
史
料
を

丁
寧
に
読
み
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
題
を
提
出
す
る
と
い
っ
た
形
の
も

の
で
、
次
の
段
階
に
つ
な
が
る
著
者
の
研
究
の
特
色
を
よ
く
出
し
て
い
る
。
例

え
ば
第
一
章
「
陥
の
貌
闘
と
唐
初
の
食
貫
封
」
で
は
、
開
皇
初
年
と
大
業
五
年

と
二
回
あ
っ
た
と
さ
れ
る
貌
倒
の
記
事
を
比
較
し
て
、
そ
れ
が
大
業
五
年
の
一

回
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
論
誼
し
て
い
る
。
著
者
は
冒
頭
で
奥
津

・
裳
英
光

爾
氏
連
名
の
論
文
と
、
こ
れ
を
批
判
し
た
湾
陳
駿
氏
の
論
文
を
翠
げ
て
い
る
。

前
者
は
陪
代
に
世
族
地
主
に
代
っ
て
庶
族
地
主
が
権
力
を
握
っ
た
と
し
、

後
者

は
唐
初
か
ら
庶
族
地
主
が
代

っ
た
と
す
る
が
、

著
者
は
い
ず
れ
に
も
賛
成
で
き

な
い
と
い
う
。
隔
の
貌
閲
は
成
果
が
少
な
く
、
門
閥
貸
族
に
打
撃
を
輿
え
な
か

っ
た
と
論
ず
る
の
は
奥

・
実
論
文
批
判
で
あ
る
。
斉
論
文
に
射
し
て
は
、
武

后

・
中
宗

・
容
宗
の
頃
に
檎
加
し
た
食
貧
封
と
賢
官

・
賓
度
を
血
ぞ
け
る
。
こ
の

と
き
か
ら
庶
族
地
主
が
大
幅
に
進
出
す
る
の
だ
と
い
う
。
武
周
革
命
に
劃
期
を

お
く
熱
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

陳
寅
俗
説
以
来
、
日
本
皐
界
で
も
最
も
有
力
な
設

だ
ろ
う
と
思
う
し
、
私
も
異
論
が
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
食
貧
封
が
強
調
さ
れ

て
い
る
の
は
、
上
記
の
中
園
の
筆
者
へ
の
批
剣
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
日
本

暴
界
の
い
わ
ゆ
る
個
別
人
身
支
配
設
へ
の
批
剣
な
の
で
あ
る
。
著
者
は
食
貧
封

制
を
封
建
制
と
し
て
、
個
別
人
身
支
配
陸
制
と
封
立
す
る
も
の
と
し
、
食
貧
封

制
が
制
限
さ
れ
る
開
元
以
後
は
律
令
制
の
樹
癒
す
る
時
期
だ
と
い
う
。
い
わ
ゆ

る
開
元
の
治
を
そ
の
よ
う
に
と
る
の
は
通
設
と
違
う
よ
う
だ
が
、
そ
の
黙
は
次

章
の
著
者
の
設
に
関
連
す
る
。
著
者
の
こ
の
食
質
封
設
に
射
し
て
は
、
山
根
清

志
「
唐
食
貧
封
制
に
於
け
る
所
諸

多七
丁
封
戸
。
の
問
題
に
つ
い
て
」
「
底
朝

前
学
期
に
お
け
る
食
寅
封
制
に
つ
い
て
」
の
批
判
が
あ
る
が
、

著
者
は
こ
れ
に

針
し
て
「
唐
食
寅
封
制
再
考
」
(
唐
代
史
研
究
舎
編
『
律
令
制
1
1
1
中
園
朝
鮮

の
法
と
園
家
』
所
枚
〉
を
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
主
要
な
論
争
黙
は
、
新
唐

書
の
「
以
七
丁
篤
限
」
と
沓
唐
書
の

「以
七
千
篤
限
」

と
の
い
ず
れ
が
正
し
い

か
と
い
う
食
封
制
の
許
債
に
関
係
す
る
問
題
と
、
貧
封
戸
が
荘
園
に
設
展
し
た

か
ど
う
か
と
い
う
封
戸
に
た
い
す
る
支
配
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
私
は
爾
設

の
是
非
に
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
と
い
著
者
の
設
が
寅
霊
的
に
正
し

い
と
仮
定
し
て
も
、
個
別
人
身
支
配
設
と
食
貧
封
の
綴
大
と
を
組
制
到
に
劉
立
す

る
も
の
と
と
ら
え
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
疑
問
に
感
ず
る
。
個
別
人
身
支
配
の

下
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
農
民
が
個
別
的
に
存
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の

分
解
に
よ
っ
て
一
見
中
央
権
力
に
制
開
立
す
る
勢
力
を
生
み
出
す
。

漢
代
の
豪
族

然
り、

貌
E

日
以
後
の
貴
族
制
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も

個
別
人
身
支
配
の
強
制
を
否
定
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
貴
族
制
の
時
代

こ
そ
が
、

中
園
園
家
の
官
僚
艦
制
が
整
備
し
た
時
代
で
あ
り
、
律
令
鐙
系
が
設

淫
し
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
別
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
章
「
唐
の
律
令
陸
制
と
字
文
融
の
括
戸
」
の
主
要
な
論
黙
は
、
ま
ず
律

令
鐙
制
を
構
成
す
る
均
回
・
租
庸
調

・
府
丘
ハ
・
里
村
鄭
保
の
組
織
の
う
ち
、
建
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前
と
現
貧
と
が
最
も
飛
離
し
て
い
た
の
が
均
田
制
、
地
域
的
偏
在
の
甚
し
い
の

が
府
兵
制
だ
と
し
、
字
文
融
の
括
戸
お
よ
び
そ
の
先
駆
で
あ
る
武
后
期
の
李
嶋

の
逃
戸
検
括
の
原
因
は
、
虚
構
の
均
図
制
の
崩
壊
に
求
め
る
わ
け
に
い
か
ず
、

府
兵
の
軍
役
忌
避
・
逃
亡
に
求
む
べ
き
だ
と
い
う
。
ま
た
字
文
融
の
括
戸
に
関

す
る
従
来
の
研
究
は
、
根
本
史
料
の
文
献
批
剣
に
帥
航
路
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
全

唐
文
の
題
目
の
つ
け
方
等
に
社
撲
な
貼
が
あ
る
か
ら
だ
と
、
全
唐
文
所
枚
の
史

料
を
加
府
元
亀
・
通
曲
穴
・
滞
留
唐
書
等
と
針
比
し
て
年
代
・
内
容
等
を
確
認
す

る
。
そ
の
結
果
字
文
融
の
括
戸
は
開
元
九
年
初
め
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
こ
れ
が

大
々
的
に
進
め
ら
れ
た
の
は
開
元
十
二
年
に
入
っ
て
か
ら
で
、
そ
の
と
き
八
十

銭
高
の
客
戸
を
検
括
し
、
こ
れ
か
ら
軽
税
の
み
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
著
者
は
括
戸
政
策
の
縛
換
だ
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
関
元
十
一
年
に
張
設
の
建
策
に
よ
り
、
府
兵
よ
り
募
兵
へ
衛
士
の

縛
換
を
は
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
強
騎
と
よ
ば
れ

る
こ
の
新
兵
種
が
募
兵
か
徴
兵
か
と
い
う
論
争
は
衣
章
で
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
本

章
で
は

一
貫
し
て
括
戸
と
府
兵
制
崩
媛
と
の
密
接
な
関
係
が
主
張
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
著
者
の
論
は
、
括
戸
制
の
位
置
付
け
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
遁
設
の
よ
う
に
律
令
盤
制
の
建
直
し
の
努
力
と
し
て
で
は
な
く
、

雨
税
法
の
方
向
へ
ふ
み
出
す
新
し
い
第
一
歩
と
し
て
評
債
す
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
著
者
は
後
記
の
な
か
で
、
こ
の
論
文
は
大
皐
の
四
年
間
の
あ
り
方
が
問
い
直

さ
れ
て
い
る
嘗
時
に
書
か
れ
た
の
で
、

。
は
じ
め
に
。

の
部
分
で
と
く
に
力
み

す
ぎ
た
論
調
が
め
だ
っ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
私
に
は
力
み
す
ぎ
は
、
む
し
ろ
括

戸
と
府
兵
制
と
の
関
連
の
み
を
強
調
し
て
い
る
黙
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
。
例
え
ば
李
隔
が
逃
戸
に
つ
い
て
述
べ
た
語
は
、
「
或
違
背
軍

銀
、
或
因
縁
逐
糧
」
「
閥
賦
懸
沼
田
、
背
軍
離
銀
」
「
軍
府
之
地
、
戸
不
可
移
、

関
輔
之
民
、
貫
不
可
改
」
と
い
う
よ
う
に
封
句
に
な
っ
て
お
り
、
字
文
融
の
括

戸
に
関
す
る
詔
に
は
、
「
或
循
税
徴
遡
:
:
:
或
租
調
錫
除
」
(
開
元
十
一
年
五

月
)
、
「
猶
恐
地
有
遁
利
、
人
多
腹
業
、
滋
食
之
徒
未
登
婦
、
生
数
之
鴫
未
均
墾
。

・
:
:
遁
逃
鐙
宜
自
首
、
:
:
:
勿
令
州
厭
差
科
、
征
役

・
租
庸
一
皆
鍋
放
」
〈
関

元
十
二
年
六
月
)
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
括
戸
の
結
果
に
つ
い
て
は
、

「
諸
道
括
得
客
戸
九
八
十
徐
高
、
回
亦
稽
是
」

と
言
わ
れ
て
い
て
、

客
戸
と
と

も
に
回
土
の
検
括
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
紙
面
で
均
田
制

が
虚
構
か
否
か
を
論
争
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
と
思
う
し
、
律
令
盟
制
の
矛
盾

が
府
兵
制
の
負
携
に
最
も
い
ち
じ
る
し
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
な

い
。
し
か
し
右
の
史
料
等
に
よ
っ
て
府
兵
制
の
み
を
強
調
さ
れ
る
の
は
い
さ
さ

か
ゆ
き
す
ぎ
に
思
わ
れ
、
著
者
の
主
張
す
る
複
眼
的
な
見
方
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
自
身
も
武
意
の
時
期
の
新
興
地
主
屠
の
建
頭
に
と
も
な

っ
て
、
大
量
の
浮
客

・
逃
戸
が
生
み
出
さ
れ
る
黙
は
認
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
括
戸
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ

る
。
な
お
中
川
皐
氏
に
よ
っ
て
精
力
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
制
度
的

客
戸
の
制
定
は
字
文
融
に
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
将
来
土
戸
に
編
入

さ
れ
る
こ
と
が
意
圏
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
関
連
で

爾
税
法
以
後
に
つ
な
が
る
の
か
、
私
に
は
い
ま
一
つ
わ
か
ら
な
い
で
い
る
。
し

か
し
こ
れ
は
私
の
理
解
が
不
足
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
著
者
の
括

戸
の
位
置
付
け
を
非
難
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

第
三
章
「
爾
税
法
制
定
以
前
に
お
け
る
客
戸
の
税
負
猪
」
は
、
前
章
の
論
旨

と
ふ
か
く
関
連
し
て
い
る
。
字
文
融
の
括
戸
に
つ
い
て
の

著
者
の

意
義
づ
け

は
、
府
兵
的
徴
兵
制
か
ら
強
騎
の
募
兵
制
へ
の
縛
換
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

一
一
層
劃
期
的
な
も
の
に
み
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
栗
原
盆
男
氏
の

論
文
「
強
騎
に
つ
い
て
」
は
、
強
騎
を
依
然
徴
兵
制
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
本

軍
の
第

一の
論
黙
は
こ
れ
へ
の
反
論
で
あ
る
。
栗
原
氏
は
張
設
が
「
募
」

「
召
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募
」
を
提
案
し
た
の
に
た
い
し
、
張
騎
の
貧
施
段
階
で
は

「
簡
」
「
取
」
「
選
」

等
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
謹
擦
と
し
た
が
、
著
者
は
の
ち
の
募
兵
制
の

長
征
健
見
等
の
場
合
に
も

「
取
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
ほ
か

栗
原
氏
は
強
騎
は
租
庸
調
が
菟
除
さ
れ
る
だ
け
で
給
輿
の
記
事
が
見
嘗
ら
な
い

こ
と
、
著
者
は
し
ば
ら
く
後
の
李
泌
も
こ
れ
を
募
兵
制
と
み
て
い
る
こ
と
等
を

皐
げ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
史
料
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
通
設
に
異
論
を
唱

え
る
栗
原
氏
の
方
に
史
料
を
そ
ろ
え
る
困
難
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

均
田
制
の
問
題
と
同
様
に
、
建
前
と
寅
際
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
り
う
る
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
栗
原
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
費
八
裁
の
折
衝
府
の
機

能
停
止
後
も
「
術
土
」
が
残
存
す
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
担
割
騎
制
へ
の
鞠
換
の

意
義
を
著
者
ほ
ど
重
視
し
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
貼
は

括
戸
制
と
関
連
し
て
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
強
騎
の
提
案
者
張
読
は
、
奮

貴
族
で
財
務
官
僚
の
字
文
融
ら
と
削創
立
す
る
立
場
の
新
興
地
主
層
の
代
表
と
し

て
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
問
題
黙
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。
木
章
の

第
二
の
論
鮎
は
、
中
川
皐

「租
庸
調
法
か
ら
雨
税
法
へ
の
縛
換
期
に
お
け
る
制

度
的
客
戸
の
租
税
負
抱
」
の
納
税
義
務
獲
遜
表
へ
の
批
判
円
で
あ
る
。
と
く
に
中

川
氏
は
辰
徳
二
年
二
月
の
南
郊
赦
文
に
よ
っ
て
、
土

・
客
戸
と
も
に
戸
等
差
に

よ
る
等
律
課
税
に
な
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
原
文
に
は

「接
見
在
寅
戸
、

量
貧
富
作
等
第
差
科
」
と
あ
り
、
著
者
は
質
戸
と
は
土
戸
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

客
戸
に
つ
い
て
は
何
ら
の
言
及
も
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
主
戸
と
客
戸
の
別

な
く
納
税
す
る
の
は
雨
税
法
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
従
来

の
設
が
正
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
著
者
の
見
解
が
認
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
な
お
附
章
の

「
唐
中
期
の
政
治
と
吐
曾
」
は
、
岩
波
講
座
に
書
か
れ

た
比
較
的
長
篇
の
概
設
で
、
唐
代
前
牢
期
の
社
曾
的
措
変
動
に
つ
い
て
の
著
者
の

把
握
の
仕
方
が
よ
く
窺
わ
れ
、
第
E
郡
の
諸
論
文
を
理
解
す
る
援
け
に
な
る
。

第
W
部
は
唐
代
に
お
け
る
併
数
と
図
家
の
関
係
を
論
じ
た
比
較
的
近
年
の
論

文
で
、
人
文
科
皐
研
究
所
の
共
同
研
究
に
よ

っ
て
研
究
を
促
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
ら
し
い
。
第
一
章
「
唐
中
期
の
俳
数
と
園
家
」は
八
O
頁
に
お
よ
ぶ
長
篇
で
、

敦
煙
寓
経
か
ら
の
考
祭
と
、
造
像
銘
か
ら
の
考
察
と
、
玄
宗
時
代
の
併
数
政
策

を
論
じ
た
部
分
と
か
ら
成
る
。
ま
ず
敦
爆
寓
経
か
ら
み
た
問
題
黙
で
あ
る
が
、

第

一
は
槻
無
量
詩
経
に
み
え
る
稽
名
の
祭
遷
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
野
上

俊
静
氏
が
南
無
無
量
議
併
、
南
無
併
、
南
無
阿
菊
陀
併
の
順
に
稿
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
す
る
の
に
た
い
し
、

著
者
は
野
上
氏
が
操
る
篤
本
の
書
官
同年
代

に
つ
い
て
異
論
を
提
出
し
、
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
南
無
併
と
南
無
阿
嫡
陀
併
と

は
卒
行
し
て
行
な
わ
れ
た
と
す
る
。
た
だ
し
初
期
の
曇
驚
の
時
代
に
近
い
寓
本

に

「
稽
南
元
併
」
と
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
他
方
で
は
惰
か
ら
唐
初
に
か
け

て
無
量
害
時
併
の
名
が
阿
蒲
陀
併
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
く
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
第
二
は
槻
王国経
に
つ
い
て
お
よ
そ
二
つ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
一
は
、

高
宗

・
武
后
期
に
観
無
量
露
経
と
と
も
に
観
音
経
の
書
認
が
行
な
わ

れ
た
が
、
そ
れ
は
西
方
阿
部
刷
陀
併
の
浄
妙
園
土
へ
の
往
生
を
願
っ
た
も
の
で
、

厨
後
牢
期
の
よ
う
に
現
世
利
盆
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
の
こ
は
、
現
行
本
観
音
経
は
鳩
摩
羅
什
謬
妙
法
蓮
華
経
の
観
世
音
菩

薩
雄
日
門
品
に
閣
那
掘
多
誇
の
備
煩
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
敦
煙
潟
本

で
は
そ
の
形
態
が
高
宗
の
上
元
三
年
〈
六
七
六
)
か
ら
始
ま
る
の
で
、
現
行
本

の
出
現
は
そ
の
年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
さ
ほ
ど
速
く
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
と
い

う。

第
三
の
問
題
と
し
て
、
敦
煙
潟
経
奥
書
に
は
天
皇
・
天
后
の
聖
一化
無
窮
を

願
う
語
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
高
宗

・
武
后
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
中
宗

・
意
后

を
も
指
し
て
い
る
。
こ
の
貼
は
ジ
ャ
イ
ル
ズ
が
指
摘
し
て
い
る
の
が
正
し
い
と

い
う
。
こ
の
つ
い
で
に
、こ
の
よ
う
な
皇
后
の
出
現
を
警
戒
し
て
、唐
で
は
代
宗

か
ら
俸
宗
ま
で
十

一
代
の
あ
い
だ
皇
后
の
空
位
が
緩
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
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い
る
。
第
四
に
は
、
智
昇
が
関
元
標
数
録
の
な
か
で
三
階
教
を
批
剣
し
て
、

「
似
同
天
授
立
邪
三
賓
」
と
述
べ
た
の
を
、
武
周
革
命
と
関
連
さ
せ
た
矢
吹
慶

輝
氏
の
設
は
誤
で
、
天
授
と
は
懇
迦
数
圏
の
分
裂
を
策
し
た
提
婆
蓬
多
の
漢
誇

名
で
あ
る
こ
と
、
す
で
に
湯
用
形
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ぎ
に

造
像
銘
か
ら
の
考
察
に
移
る
。
そ
の
第
一
結
'と
し
て
、
塚
本
善
隆
氏
が
龍
門
石

窟
の
造
像
が
、
北
貌
の
緯
迦
・
禰
助
か
ら
唐
代
の
阿
菊
陀
・
観
音
等
に
移
る
こ

と
を
論
じ
ら
れ
た
が
、
著
者
は
こ
の
傾
向
を
響
堂
山
石
窟
・
翠
蘇
石
窟
・
河
北

曲
陽
修
徳
寺
遺
祉
出
土
傍
像
か
ら
確
認
す
る
。
第
二
黙
は
敦
燈
篤
経
の
場
合
と

同
じ
よ
う
に
、
右
の
諸
石
窟
や
敦
建
石
窟
に
お
い
て
、
唐
代
に
西
方
浄
土
信
仰

が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
敦
爆
壁
査
に
お
い
て
西

方
浄
土
祭
相
と
法
華
繁
相
と
が
並
ん
で
査
か
れ
る
の
は
、
上
記
の
西
方
浄
土
信

仰
と
観
音
経
(
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
〉
と
の
結
び
つ
き
が
生
み
出

し
た
も
の
だ
と
い
う
。
た
だ
し
著
者
も
言
及
し
て
い
る
由
脱
会
那
像
や
、
敦
煙
壁

査
の
薬
師
浄
土
愛

・
華
厳
漢
の
問
題
は
、
こ
の
論
貼
か
ら
は
も
れ
る
で
あ
ろ

う
。
第
三
黙
と
し
て
、
造
像
銘
に
お
い
て
と
き
の
皇
帝
・
皇
后
の
震
に
こ
れ
を

造
る
旨
が
、
篤
経
の
場
合
よ
り
も
頻
繁
に
現
わ
れ
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い

が
、
そ
の
う
ち
天
皇
・
天
后
の
稽
挽
は
玄
宗
朝
に
な
っ
て
も
現
わ
れ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
論
じ
ら
れ
た
問
題
は
高
宗
・
武
后
期
に
論
貼
が
集

中
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
玄
宗
朝
の
併
数
政
策
に

つ
い
て
一
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
玄
宗
朝
初
期
の
政
策
は
武
章
期
の
政
治
を

改
革
し
、
綱
紀
粛
正
を
め
ざ
す
黙
に
あ
っ
た
が
、
併
数
政
策
も
ま
た
そ
れ
と
撲

を
一
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
武
奪
期
に
慶
ん
で
あ
っ
た
俄
濫
借
や
造
寺
造
傍

へ
の
規
制
が
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
開
元
十
年
の
虚
佳
の

僧
尼
・
道
士
を
も
と
の
寺
観
に
括
還
さ
せ
た
政
策
を
、
著
者
は
字
文
融
の
括
戸

と
一
連
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
み
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
得
意
な
史
料
批
剣
に

よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
の
史
料
の
扱
い
に
安
嘗
を
飲
く
黙
を
指
摘
し
、
そ
の
例

と
し
て
三
階
数
の
無
謹
蕨
駿
止
の
年
代
が
開
元
九
年
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
奉
げ
て
い
る
。
ま
た
玄
宗
朝
に
僧
尼
の
君
親
雄
奔
が
断
行
さ
れ
た
こ
と
を

論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
次
章
に
あ
ら
た
め
て
詳
細
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
な
お
本
章
の
お
わ
り
に
、
火
葬
は
唐
末
ま
で

一
般
人
に
は
普
及
し
な
か
っ

た
こ
と
、
寒
食
展
墓
の
風
は
関
元
二
十
年
に
は
じ
め
て
公
認
さ
れ
た
こ
と
が
附

け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
唐
代
に
お
け
る
僧
尼
奔
君
親
の
断
行
と
撤
回
」
は
、

東
亙
日
以
来
と

き
の
政
権
と
併
数
数
閣
と
の
聞
に
論
争
と
な
っ
た
有
名
な
、
沙
門
は
君
父
を
躍

奔
す
べ
き
や
否
や
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
塚
本
善
隆
氏
を
は
じ
め
従
来

の
研
究
者
は
、
東
E

日
以
来
権
力
に
抵
抗
し
て
い
た
併
数
数
閣
は
、

唐
初
に
お
い

て
も
圏
家
に
妥
協
を
徐
儀
な
く
さ
せ
た
が
、

玄
宗
朝
に
い
た
る
と
つ
い
に
屈
服

し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
き
た
。
本
章
は
こ
れ
に
た
い
し
て
異
論
を
提
出
す
る

の
で
あ
る
。
ま
ず
惰

・
唐
初
に
お
け
る
不
奔
君
親
運
動
が
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
議
論
の
紹
介
は
省
略
し
て
経
過
だ
け
を
翠
.
け
れ
ば
、

階
代
皇
帯

の
併
数
信
仰
は
有
名
だ
が
、
大
業
雑
令
に
は
借
ら
の
皇
帝
お
よ
び
諸
官
長
へ

の

奔
が
規
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
寅
数
が
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
貞
翻

五
年
奔
父
母
を
命
ず
る
詔
が
出
て
、
同
七
年
に
撤
回
さ
れ
た
。
額
康
二
年
借
尼

が
父
母
の
奔
を
受
け
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
龍
朔
二
年
沙
門
が
君
主
と
父
母
を

奔
す
べ
き
か
ど
う
か
が
討
議
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
君
に
た
い
す
る
奔
は
撤
回
さ

れ、

父
母
に
た
い
し
て
の
み
奔
す
べ
き
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
も

ま
も
な
く
撤
回
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
経
過
の
背
後
に
激
闘

・
借
尼
の

運
動
や
論
争
が
行
な
わ
れ
た
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
玄
宗
朝
で
あ
る

が
、
前
述
の
よ
う
な
傍
数
数
園
へ
の
抑
堅
が
行
な
わ
れ
、
関
元
二
年
に
僑
濫
慣

の
還
俗
や
造
寺
の
規
制
と
と
も
に
、
信
尼
奔
父
母
を
命
ず
る
殺
が
出
さ
れ
た
。
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さ
ら
に
開
元
二
十
一
年
に
は
つ
い
に
奔
父
母
と
と
も
に
奔
君
を
も
併
せ
て
行
な

う
よ
う
命
令
を
出
し
た
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
数
園
側
は
何
の
抵
抗
も
で
き
な

か
っ
た
ら
し
い
と
い
う
。
し
か
し
安
史
の
飢
後
財
政
困
難
に
苦
し
ん
だ
唐
朝
は

頁
官
・
寅
度
を
行
な
い
、
関
元
の
政
治
方
向
と
逆
の
道
に
ふ
み
出
し
た
の
で
、

も
は
や
僧
尼
に
奔
君
を
強
い
る
わ
け
に
い
か
ず
、
粛
宗
の
上
元
二
年
(
七
六

一
)
奔
君
の
撤
回
を
設
令
し
た
。
そ
の
後
入
唐
求
法
巡
躍
行
記
に
も
、
開
成
五

年
園
仁
が
登
州
で
詔
書
披
露
式
に
僧
尼
道
土
の
不
奔
を
目
撃
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
吠
態
は
南
宋
や
金
の
治
下
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
著
者
は
い

う
。
奔
父
母
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
金
史
に
引
く
唐
開
元
二
年

放
の
節
略
文
で
は
、
「
自
今
以
後
、
並
び
に
父
母
を
奔
す
る
を
隠
す
」
と
あ
っ

て
、
奔
君
の
よ
う
に
命
令
で
な
か
っ
た
か
ら
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
い
、
明
律
に
は

「
並
令
舜
父
母
」
と
い
う
燦
文
が
あ
る
こ
と
に
言
及

さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
玄
宗
の
時
期
に
数
圏
が
屈
服
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は

事
寅
で
あ
る
が
、
そ
の
後
不
奔
が
復
活
し
た
と
い
う
の
が
著
者
の
論
旨
で
あ

る
。
た
だ
奔
父
母
に
つ
い
て
は
、
も
し
こ
れ
が
奔
君
と
別
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ

に
中
園
位
指
聞
に
お
け
る
傍
教
の
特
徴
が
み
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
透
り
の
こ
と
は
な
お
検
討
の
徐
地
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。以

上
磁
波
氏
の
大
著
に
つ
い
て
紹
介
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
通
観
す
る
と
著

者
の
論
文
は
い
ず
れ
も
論
争
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
拳
界
の
動
向

に
通
院
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
同
時
に
博
識
で
論
及
が
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ

ら
を
す
べ
て
跡
づ
け
る
こ
と
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
。
そ
の
上
本
書
の
内
容
は

評
者
の
専
門
と
ず
れ
る
所
も
あ
っ
て
、
誤
解
も
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐

れ
て
い
る
。
同
じ
理
由
で
批
評
も
片
寄
っ
た
が
、
著
者
・
譲
者
の
御
寛
容
を
お

願
い
し
た
い
。
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