
ｊ

旁
坪
史
研
完

鄭
樵
の
史
論
に

第第

一二

簑巻

就
て

昭
和
十
一
年
十
月
登
行

内

　
　

藤

戊

　
　

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　

緒

　
　
　
　
　

論

　

民
國
以
前
０
支
那
の
歴
史
家
中
、
歴
史
學
の
理
論
的
方
面
即
ち
史
論
に
於
て
特
に
異
色
あ
る
學
者
に
唐
の
劉
知
幾
、
宋
の
鄭
樵
、
清
の
章

學
誠
の
三
人
が
あ
る
。
史
書
に
對
し
て
批
評
を
加
へ
る
風
潮
は
六
輯
よ
り
唐
に
至
っ
て
次
第
に
盛
に
な
っ
て
来
た
０
で
あ
る
が
、
劉
知
幾
Ｏ

史
通
は
そ
れ
迄
の
史
評
を
一
憲
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
そ
れ
迄
に
現
は
れ
た
如
何
な
る
書
物
よ
り
も
優
れ
た
識
見
を
以
て
書
か
れ
た

専
門
的
な
史
評
の
書
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
心
。
そ
の
後
約
四
百
五
十
年
を
経
て
世
に
出
た
鄭
樵
は
、
彼
の
學
間
が
全
く
の
狽
學
で
あ

つ
知
も
あ
ら
う
が
、
先
人
ｏ
誕
に
少
し
も
抱
泥
す
る
こ
と
な
く
全
然
狽
自
の
立
場
か
ら
従
来
の
史
書
を
批
評
し
、
更
に
已
ｏ
主
義
に
よ
っ

て
ｆ
つ
ｏ
史
書
．
．
通
志
を
著
は
し
た
．
一
般
に
唐
よ
り
宋
に
亘
っ
て
支
那
の
史
學
は
一
つ
の
韓
換
期
を
形
づ
く
っ
て
居
る
と
考
へ
ら
れ
い
・

郎
ち
一
方
に
は
通
典
、
唐
會
要
、
冊
府
元
亀
等
の
編
纂
１
　
が
あ
り
、
一
方
に
は
通
鑑
、
紀
事
本
末
等
の
史
書
の
新
形
式
が
生
れ
る
と
い
ふ
有

様
で
、
學
者
並
び
に
趾
會
の
史
學
に
對
す
る
開
心
が
従
前
と
は
大
に
異
っ
て
来
た
と
言
へ
る
し
、
更
に
進
ん
で
史
學
が
経
學
、
文
學
か
ら
の

１
-
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褐
立
を
漸
く
自
愛
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
而
し
て
こ
の
韓
換
期
０
略
々
初
と
終
り
に
劉
鄭
二
人
の
優
れ
た
史
論
家

が
現
れ
て
居
る
こ
と
は
史
學
史
上
甚
だ
興
味
深
い
事
変
と
言
は
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　

劉
知
幾
ｏ
書
に
闘
し
て
は
既
に
彼
０
時
代
よ
り
之
を
批
評
し
た
も
の
が
あ
る
ら
し
い
が
古
い
も
の
は
今
日
傅
は
ら
ず
、
明
の
中
頃
よ
り
再

び
認
め
ら
れ
、
海
朝
に
至
っ
て
大
に
賞
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
泗
。
有
名
な
る
浦
起
龍
の
史
通
通
抑
、
紀
暁
嵐
の
史
通
創
繁
等
を
始
め
と
し
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④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

な
い
と
い
ふ
有
様
で
あ
り
、
彼
に
對
す
る
批
評
も
多
く
は
悪
評
で
あ
っ
た
。
章
學
誠
出
づ
る
に
及
ん
で
始
め
て
彼
の
翼
價
は
認
め
ら
れ
た
Ｏ

て
之
に
闘
す
る
所
詮
は
少
く
な
い
。
之
に
反
し
て
鄭
樵
の
著
書
は
久
し
く
世
に
顧
ら
れ
歩
、
完
全
に
残
つ
て
居
る
も
０
は
通
志
一
部
に
過
ぎ

で
あ
る
が
、
そ
の
後
清
朝
に
於
て
は
章
氏
の
學
説
を
硫
ぐ
者
が
無
か
っ
た
の
で
従
っ
て
鄭
樵
を
特
に
重
ん
す
る
者
は
な
か
っ
た
。
最
近
に
至

っ
て
支
那
に
於
て
も
漸
く
史
學
研
究
法
に
開
心
が
持
た
れ
る
様
に
な
ヵ
、
章
學
誠
と
共
に
鄭
樵
も
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
・
劉
鄭
二
氏
の
後
を
承
け
て
章
學
誠
が
途
に
支
那
の
史
論
を
大
成
し
た
こ
と
並
び
に
彼
０
著
文
史
通
義
、
校
讐
通
義
が
古
今
を
通
じ
て
の

名
著
で
あ
る
こ
と
は
今
日
周
知
の
事
で
あ
や
、
章
氏
の
學
説
が
多
分
に
こ
０
前
二
者
の
影
響
を
受
け
て
居
る
こ
０
　
一
般
に
信
ぜ
ら
れ
て
居

る
所
で
あ
る
。
唯
こ
０
三
者
の
説
く
所
を
系
統
的
に
且
農
展
的
に
辿
っ
て
、
支
那
の
史
論
に
一
つ
の
値
系
を
具
へ
、
之
を
西
洋
の
歴
史
理
論

と
對
照
し
て
そ
の
特
質
を
明
に
し
や
う
と
い
ふ
企
て
に
至
っ
て
は
未
だ
そ
の
こ
と
あ
る
を
聞
か
な
い
。

　

本
論
文
の
意
圖
す
る
所
は
こ
の
目
的
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
わ
ｙ
、
近
い
将
来
に
於
て
劉
知
幾
及
び
章
學
誠
０
史
論

を
個
々
に
検
討
し
た
後
、
劉
鄭
章
三
氏
の
綜
合
的
研
究
を
僕
っ
て
始
め
て
一
廓
の
完
成
を
期
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
三
者
を

別
々
に
切
り
離
し
て
考
へ
る
こ
と
は
窮
極
の
目
的
と
は
相
反
す
る
の
で
は
あ
る
か
、
目
的
へ
の
過
程
と
し
て
本
論
文
に
於
て
は
姑
く
鄭
樵
Ｏ

み
を
取
り
上
げ
他
の
二
人
に
就
て
は
鄭
樵
に
直
接
開
係
あ
る
限
り
に
於
て
そ
の
所
説
に
肩
れ
る
こ
と
Ｘ
し
た
い
。

　

註

　

①
内
藤
虎
次
郎
、
史
學
史
稿
（
未
刊
）
。

-
２

-
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④
國
學
季
刊
第
一
巻
第
二
読
、
顧
頷
剛
、
鄭
樵
傅
。

③
内
藤
虎
次
郎
、
・
史
學
史
稿
。

④
同
上
。

⑤
國
學
季
刊
第
一
倦
第
一
読
第
二
琥
、
顧
順
剛
、
鄭
樵
著
建
考
、
參
照
。

④
後
に
述
べ
ゐ
文
敵
通
考
経
薪
考
、
四
庫
全
書
總
目
提
要
（
別
史
類
）
は
涵
志
の
短
所
か
挙
げ
て
居
り
、
又
鄭
樵
の
著
、
詩
緋
妄
に
對
し
て
も
周
孚
の
非
詩
辨

　

妄
の
如
き
反
駁
の
書
が
め
ろ
（
辨
餌
叢
刊
之
一

　

顧
凱
剛
輯
鮎
、
詩
辨
妄
參
照
）
。
そ
の
他
断
片
的
な
評
も
多
い
。

⑦
七
頁
註
①
②
參
看
。

　
　
　
　
　
　
　
　

・

　

鄭
樵
０
傅
は
宋
史
儒
林
傅
（
倦
四
百
Ｅ
十
六
）
に
簡
軍
に
載
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
最
近
顧
頷
剛
氏
が
國
學
季
刊
第
一
巻
第
二
琥
に
爽
潔
遺

稿
や
地
志
等
の
他
の
資
料
を
も
併
せ
て
比
較
的
詳
細
な
鄭
樵
傅
を
書
い
て
居
り
、
そ
の
中
で
鄭
樵
０
學
問
に
就
て
も
論
じ
て
居
る
。

　

別
に
顧
氏
は
同
じ
く
國
學
季
刊
第
一
巻
０
一
凱
よ
り
二
琥
に
亘
っ
て
鄭
樵
著
述
考
な
る
論
文
を
登
表
し
て
居
る
。
之
に
よ
れ
ば
五
十
種
以

上
に
上
る
鄭
樵
の
著
作
中
今
日
纒
っ
て
琥
っ
て
居
る
の
は
僅
に
次
ｏ
三
種
に
過
ぎ
な
９
　
通
志
二
百
春
、
爾
雅
注
三
巷
、
爽
潔
遺
稿
三
倦
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
内
爾
雅
注
は
そ
の
補
文
及
び
圖
を
訣
き
、
爽
潔
遺
稿
は
教
種
の
異
本
が
あ
っ
て
各
々
出
入
が
あ
り
、
確
賞
な
定
本
を
決

め
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
で
、
結
局
完
全
な
も
の
は
通
志
一
種
し
か
な
心
匹
併
し
乍
ら
通
志
こ
そ
は
彼
の
學
問
の
集
成
で
あ
り
、
彼
０
史
論

も
略
々
こ
の
一
部
に
牧
め
轟
さ
れ
て
居
る
も
０
と
見
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
爾
雅
注
は
直
接
史
論
に
関
係
は
無
い
が
、
爽
潔
遺
稿
に
収
め
ら

れ
て
居
る
献
皇
帝
書
。
寄
方
磯
部
書
、
上
宰
相
１
　
等
に
は
彼
の
學
問
上
の
抱
負
を
連
ね
た
文
章
が
あ
り
通
志
の
總
序
、
略
の
序
と
共
に
一
讃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

を
要
す
る
資
料
で
あ
る
。
こ
０
他
に
顧
氏
は
鄭
樵
０
名
著
０
一
で
あ
る
詩
辨
妄
の
逸
文
を
集
め
て
居
る
が
、
そ
の
本
文
は
僅
々
五
十
絵
條
に

過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

、

３
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通
志
０
批
評
乃
１
　
は
鄭
樵
０
史
論
に
對
す
る
批
評
０
主
な
る
も
ひ
で
私
０
眼
に
鰯
れ
た
も
０
　
は
次
０
五
つ
で
あ
る
。
て
文
献
通
考
経
籍

考
（
倦
二
十
八
）
通
志
の
條
。
二
、
四
庫
全
書
總
目
提
要
倦
五
十
別
史
類
通
志
の
條
。
三
、
文
史
通
義
内
篇
泰
五
申
鄭
並
び
に
答
客
問
の
諸
篇

四
、
前
掲
０
顧
頷
剛
氏
の
二
論
文
。
五
、
私
の
父
が
支
那
學
第
六
巻
第
四
魏
に
載
せ
た
擬
策
一
道
の
一
篇
及
び
父
の
史
學
史
稿
本
中
０
鄭
樵

の
條
。
こ
０
五
つ
の
中
初
め
の
二
つ
は
大
儒
に
於
て
通
志
に
對
す
る
批
評
的
な
解
説
の
域
を
睨
せ
す
、
そ
の
史
論
に
就
て
は
殆
ん
ど
述
べ
て

居
な
い
の
で
あ
・
る
が
、
順
序
と
し
て
先
づ
こ
の
五
家
の
説
く
所
の
極
く
概
略
だ
け
を
紹
介
し
た
い
。

　

註

　

の
顧
氏
の
鄭
樵
傅
に
よ
れ
ば
そ
の
子
孫
が
貧
乏
で
樵
の
著
を
刻
す
ろ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
む
儒
に
多
く
散
侠
し
た
も
の
で
あ
ろ
と
。

　

②
顧
氏
、
鄭
樵
著
述
考
參
照
。

　

③
前
褐
辨
餌
叢
刊
之
一
と
し
て
民
國
二
十
二
年
顧
頷
剛
氏
は
鄭
樵
の
詩
辨
妄
を
出
版
し
て
ゐ
ろ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ニ

　

文
献
通
考
は
大
蔵
に
於
て
通
志
０
出
来
槃
え
０
疎
略
な
鮎
を
責
め
、
且
そ
の
序
に
於
け
る
鄭
樵
０
高
言
と
賞
際
と
の
不
】
致
を
詰
っ
て
居

る
。
そ
の
二
十
略
０
中
、
鄭
樵
が
自
ら
誇
っ
て
居
る
所
の
氏
族
・
六
書
・
七
音
等
０
略
に
就
て
は
簡
単
に
そ
の
創
意
を
認
め
て
ゐ
る
が
、
天

文
・
地
理
・
器
服
の
諸
略
は
失
之
太
簡
な
る
も
の
H
J
談
り
こ

い
が
殆
ん
ど
通
典
の
ま
る
寫
し
で
あ
･
o
.
、
通
典
の
時
代
以
後
０
こ
と
を
書
い
た
部
分
は
竟
に
復
陸
績
せ
ず
と
こ
き
お
ろ
し
て
居
る
。
終
り
に

彼
が
司
馬
遷
、
班
固
を
設
っ
た
文
を
挙
げ
て
、
人
の
こ
と
七
と
や
か
く
言
ひ
乍
ら
自
分
の
作
っ
た
書
物
は
此
０
如
く
疎
略
だ
と
言
っ
て
居

る
。
併
し
彼
の
史
論
そ
の
も
の
に
就
て
は
一
言
も
鯛
れ
て
居
な
い
。

　

四
庫
全
書
總
目
提
要
は
之
に
比
す
れ
ば
鰹
に
的
確
な
批
評
を
下
し
て
居
る
。
第
一
通
志
を
政
書
類
に
入
れ
た
通
典
通
考
か
ら
離
し
て
別
史

４－
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類
に
入
れ
た
こ
と
は
已
に
こ
の
書
を
編
纂
書
と
せ
申
、
そ
の
史
書
と
し
て
の
價
値
を
認
め
て
居
る
こ
と
を
表
は
し
て
居
る
。
通
史
と
し
て
の

こ
の
書
の
意
圖
に
就
て
も
、
昔
梁
武
帝
が
通
史
を
著
は
し
た
が
間
も
な
く
散
侠
し
て
以
来
後
人
は
敢
て
意
を
斯
に
措
か
な
か
っ
た
の
に
彼
は

新
意
を
以
て
こ
の
こ
と
に
営
っ
た
と
賞
め
て
居
る
。
叉
そ
の
疎
略
な
こ
と
に
對
し
て
も
、
こ
れ
は
宋
人
が
一
般
に
考
誼
よ
り
も
義
理
を
奪
ん

で
之
を
責
め
る
者
が
無
か
っ
た
か
ら
鄭
樵
も
一
々
詳
し
く
吟
味
し
な
か
っ
た
も
ｏ
で
あ
っ
て
、
そ
の
篤
に
後
人
の
非
難
を
蒙
る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
が
、
其
様
披
は
博
く
、
議
論
は
多
く
驚
闘
で
游
談
無
根
な
る
者
で
は
な
い
。
今
ぼ
に
至
っ
て
も
資
し
て
考
鏡
と
鴛
す
ぺ
し
と
て
、
大

に
同
情
的
態
度
を
示
し
て
居
る
。
但
し
通
志
ｏ
一
々
の
出
来
柴
え
に
開
し
て
は
通
考
よ
り
す
っ
と
辛
辣
で
あ
る
。
先
づ
そ
の
紀
傅
は
多
少
ｏ

移
擾
は
あ
る
が
殆
ん
ど
従
来
ｏ
諸
史
に
そ
の
儒
捷
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
譜
は
史
記
の
表
に
彷
っ
た
も
の
だ
が
或
は
繁
、
或
は
漏
に
し

て
注
意
が
足
り
な
い
と
し
て
居
る
。
二
十
略
は
鄭
樵
が
最
も
力
を
致
し
た
も
の
だ
が
、
之
に
對
す
る
四
庫
提
要
の
批
評
も
相
営
念
入
で
あ
る
。

鄭
樵
は
總
序
に
於
て
二
十
略
の
中
十
五
略
は
漢
唐
の
諸
儒
得
て
聞
か
ざ
る
所
也
と
自
負
し
て
居
る
が
、
四
庫
提
要
は
僅
か
五
略
だ
け
を
奮
史

の
無
き
所
と
論
じ
、
其
五
略
の
中
で
も
氏
族
・
都
邑
・
草
木
昆
昌
の
三
つ
は
史
通
を
授
ん
で
窺
に
之
に
櫨
っ
た
も
ｏ
で
あ
る
と
看
破
し
て
居

る
。
叉
侵
り
の
六
書
・
七
音
ｏ
二
略
は
小
學
の
支
流
、
史
家
の
本
義
に
非
ず
と
し
、
謐
・
器
服
の
二
略
は
鐙
ｏ
子
目
、
校
扉
・
圖
譜
・
金
石

の
三
略
は
鄙
文
の
子
目
に
し
て
析
っ
て
別
類
と
篤
す
は
冗
且
鈴
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
他
の
各
略
に
就
て
も
大
儒
に
於
て
そ
の
疎
略
杜

撰
な
る
鮎
を
責
め
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
き
非
難
は
一
つ
に
は
維
書
が
何
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
、
且
考
澄
の
學
を
そ
の
本
領
と
す
る
清
朝
の
學

風
よ
り
し
て
鄭
樵
ｏ
如
き
経
學
を
尊
ぱ
な
』
匹
者
は
義
理
に
で
も
責
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
焉
も
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
殊
に
略
の
目

の
設
け
方
な
ど
に
對
す
る
批
評
は
鄭
樵
の
意
の
あ
る
９
　
全
く
顧
な
い
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
之
を
要
す
る
に
四
庫
全
書
の
提
要
に
於
て

は
通
志
が
通
史
を
目
指
し
た
鮎
以
外
に
は
何
等
具
値
的
に
は
鄭
樵
を
賞
め
て
居
ず
、
彼
の
史
論
に
も
的
確
に
鯛
れ
て
は
ゐ
な
い
と
考
へ
て
よ

か
ら
う
。

　

以
上
の
二
書
が
主
と
し
て
注
意
し
た
所
は
結
局
通
志
の
略
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
各
々
自
分
の
立
場
か
ら
の
み
観
た
批
評
で
作
者
の
立
場
を

-５-
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理
解
し
た
上
０
批
評
で
な
く
、
従
っ
て
鄭
の
理
論
と
か
學
問
的
意
識
と
い
ふ
も
？

闘
す
る
通
志
０
訣
鮎
を
も
一
方
に
於
て
十
分
知
り
乍
ら
而
も
鄭
樵
の
意
と
す
る
所
を
深
く
理
解
し
、
そ
の
鍔
價
を
始
め
て
詔
め
た
も
の
は
即

ち
章
學
誠
で
あ
る
。

　

註

　

の
鄭
樵
は
紺
學
殊
に
宋
學
風
の
理
屈
の
多
い
注
疏
を
無
用
の
長
物
な
り
と
し
て
ゐ
ゐ
（
爾
雅
注
序
、
學
津
討
源
所
牧
）
。

　

②
鄭
樵
の
略
の
設
け
方
に
就
て
は
後
に
も
辿
へ
ろ
が
、
彼
は
一
つ
一
つ
の
項
目
を
各
々
學
問
の
各
分
科
と
し
て
並
べ
よ
う
と
し
た
も
の
で
四
庫
提
要
の
如
く

　
　

簡
単
に
片
づ
け
ろ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
‘

　
　
　
　
　
　
　
　

Ξ

　

章
學
誠
が
劉
知
幾
の
影
響
を
非
常
に
受
け
て
居
る
と
い
ふ
評
判
は
彼
０
時
代
に
既
に
高
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
清
朝
に
於
て

史
通
が
大
に
問
題
覗
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
０
で
あ
ら
う
。
事
賓
章
氏
遺
書
を
通
観
し
て
も
劉
知
幾
の
名
は
相
富
多
く
出
て
来
る
。
併
し
乍
Λ

ら
章
學
誠
自
身
は
そ
ｏ
家
書
に
於
７
世
間
で
は
自
分
を
劉
知
幾
に
擬
す
る
が
、
自
分
ｏ
考
へ
は
喘
知
幾
と
は
截
然
と
違
っ
て
居
る
０
　
久
人

は
自
分
が
力
を
史
通
に
得
た
０
だ
と
い
ふ
が
自
分
が
史
通
を
讃
ん
だ
の
は
二
十
八
歳
の
時
で
、
已
に
二
十
三
四
〇
頃
か
ら
諸
史
を
論
じ
て
定

見
を
待
っ
て
ゐ
た
０
作

Ｊ
ご
述
べ
て
劉
知
幾
を
彷
っ
だ
こ
と
を
否
定
し
て
ゐ
る
。
之
に
反
し
て
鄭
樵
の
名
は
遺
書
に
出
て
来
る
こ
と
も
租
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

く
、
出
て
来
て
も
そ
の
峡
鮎
を
畢
げ
た
様
な
箇
所
か
多
い
し
、
世
間
で
も
章
學
誠
に
對
す
る
鄭
樵
の
影
響
に
就
て
は
そ
れ
程
問
題
に
し
な

い
。
け
れ
ど
も
申
鄭
、
答
客
間
の
諸
篇
怯
早
學
誠
が
如
何
に
鄭
樵
を
重
ん
じ
て
ゐ
る
か
を
物
語
っ
て
訟
り
あ
る
も
の
で
、
そ
ｏ
影
響
は
方
面

こ
そ
違
へ
必
ず
し
も
劉
知
幾
に
劣
る
も
の
で
な
い
と
考
へ
て
い
ｘ
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　

今
誕
明
の
便
宜
上
先
づ
章
學
誠
の
詮
く
所
の
歴
史
學
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
歴
史
に
は
義
と
事
と
文
の
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
事
と
は

-
皿
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７

厦
史
事
質
で
あ
わ
ｙ
、
文
は
事
賞
を
素
材
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
中
で
最
も
重
要
な
「
義
」
と
は
道
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
道
’
は
簡
草
に
ぼ

へ
ば
員
理
で
あ
る
。
道
之
太
原
は
天
よ
り
出
づ
と
彼
は
言
っ
て
は
ゐ
る
が
賓
際
彼
の
詮
く
所
を
看
れ
ば
こ
れ
は
西
洋
哲
學
の
所
謂
宇
宙
の
真

理
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
真

即

も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
文
を
以
て
事
を
叙
し
以
て
道
の
何
た
る
か
を
表
現

５
　
ｏ

が
歴
史
の
目
的
で
あ
る
。

　

扨
文
史
通
義
申
鄭
編
の
要
旨
は
司
馬
遷
、
班
固
以
来
こ
の
真
の
意
味
の
史
學
が
衰
へ
て
了
っ
た
が
鄭
樵
は
古
人
の
著
述
の
源
を
見
、
そ
ｏ

其
意
を
知
っ
て
、
徒
に
詞
釆
を
以
て
文
と
鴬
さ
す
、
考
櫨
を
以
て
學
と
鴛
さ
す
、
梢
義
を
求
む
る
に
志
が
有
っ
た
と
い
ふ
に
あ
る
。
通
志
の

總
序
に
大
著
逃
は
必
ず
博
雅
に
深
し
と
あ
る
。
博
は
廣
く
天
下
の
書
を
見
て
廣
汎
な
智
識
を
擁
す
る
こ
と
で
あ
り
、
雅
は
文
章
の
雅
で
簡
単

に
言
へ
ば
著
述
は
統
一
あ
る
作
者
ｏ
文
健
で
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
味
で
あ

Ｒ
ち
章
學
誠
の
所
謂
事
と
文
と
に
思
を
致
し
て
ゐ

る
こ
と
が
分
る
。
義
に
至
っ
て
は
は
っ
き
り
そ
れ
と
指
す
文
章
は
な
い
が
、
所
謂
會
通
之
義
を
強
調
せ
る
こ
と
、
歴
史
事
賓
に
對
し
て
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

的
な
褒
茫
を
加
へ
る
０
は
訟
計
な
こ
と
だ
と
し
て
漢
書
以
下
の
諸
史
の
論
賛
を
攻
撃
し
て
ゐ
る
こ
と
等
に
於
て
そ
の
意
を
認
め
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
章
學
誠
は
こ
の
他
通
志
の
略
に
就
て
も
條
を
創
め
例
を
登
し
鍾
製
鴻
編
卸
ち
義
類
を
以
て
其
の
家
學
を
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
と

賞
め
て
ゐ
る
。
而
し
て
そ
の
訣
鮎
と
し
て
は
立
論
高
遠
な
れ
ど
も
賓
が
名
に
副
は
ず
疎
晒
で
あ
る
鮎
に
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
居
る
が
、

併
し
後
人
の
多
く
そ
の
疎
略
の
み
を
責
め
て
そ
０
具
價
を
知
ら
な
い
こ
と
は
非
難
し
て
ゐ
る
。
答
客
間
三
篇
は
中
鄭
篇
の
解
脱
の
如
き
も
の

で
あ
る
か
ら
説
明
を
略
し
た
い
。
叉
校
讐
通
義
の
諸
篇
中
に
は
鄭
樵
の
所
論
を
批
評
し
た
文
が
特
に
多
く
史
論
に
開
係
の
あ
る
も
の
も
少
く

な
い
が
こ
こ
に
Ｉ
々
畢
げ
る
逞
が
な
い
。

註①
章
氏
遺
書
巻
九
家
書
二
「
人
乃
擬
吾
於
劉
知
幾
。
不
知
劉
言
史
法
、
吾
言
史
意
。
劉
議
館
局
纂
修
。
吾
議
一
家
著
逍
。
截
然
雨
途
不
相
入
也
。
」

③
同
上
家
書
六
「
人
皆
謂
吾
得
力
史
通
。
其
賞
吾
見
史
通
已
廿
八
歳
矣
。
廿
三
四
時
所
筆
記
者
今
雖
亡
失
。
然
論
諸
史
於
紀
表
志
傅
之
外
。
更
富
立
圖
。
列

-
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傅
於
儒
林
文
苑
之
外
。
更
常
立
史
官
傅
。
此
皆
日
富
之
薔
論
也
。
」
云
々
。

③
鄭
樵
の
こ
と
は
文
史
通
義
申
鄭
、
答
客
問
諸
篇
の
外
、
校
首
通
義
に
鄭
樵
誤
校
漢
志
（
遺
書
巻
十
し
お
り
、
補
鄭
（
疸
書
倦
十
）
、
校
咎
修
理
（
同
上
）
等
あ

　

り
、
そ
の
他
潰
書
中
に
あ
ろ
人
に
具
へ
ち
書
の
史
學
を
論
じ
れ
も
の
に
チ
ョ
イ
く
散
見
す
る
が
細
い
鮎
に
於
て
彼
の
鋏
鮎
を
拳
げ
む
所
が
多
い
、

④
文
史
通
義
内
篇
二
、
原
逍
、
參
看
。

⑥
直
接
道
に
就
て
諭
す
ゐ
の
で
な
く
、
事
寅
を
以
て
象
徴
的
に
乃
至
は
比
喩
的
に
道
を
表
は
す
の
意
で
あ
ろ
。

⑥
通
志
總
序
［
凡
著
書
者
雖
采
前
人
之
書
。
必
自
成
一
家
言
。
…
…
ふ
一
遷
１
　
仝
用
奮
文
。
間
以
佳
語
。
９
一
］
一
・
一
所
可
儒
遷
恨
者
。
雅
不
足
也
。

①
通
志
總
序
［
紀
帖
之
中
。
既
載
善
悪
。
足
篤
葱
戒
。
何
必
於
紀
傅
之
後
更
加
褒
既
。
‐
一
－
一
］
一
後
之
史
家
。
或
謂
之
論
。
或
謂
之
序
。
或
謂
之
鐙
。
或
謂
之
評

　

皆
欲
班
閻
。
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　

四

顧
頷
剛
氏
の
所
説
は
前
に
述
べ
た
通
り
鄭
樵
著
述
考
、
鄭
樵
傅
の
二
論
文
中
に
あ
る
。
通
志
に
就
て
は
著
述
考
の
通
志
の

４
　
に
詳
し
く
、

鄭
樵
の
學
風
に
就
て
は
鄭
樵
傅
に
詳
し
い
が
、
著
述
考
０
初
に
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
顧
氏
自
身
０
要
約
を
便
宜
上
こ
ｘ
に
示
さ
う
。

　

鄭
樵
の
學
問
を
一
言
に
し
て
表
は
せ
ぽ
そ
れ
は
科
學
的
精
８
　
に
富
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
言
へ
る
。
彼
の
最
も
排
す
る
所
は

「
寄
言
著
書
」
で
彼
の
學
問
は
一
切
変
験
を
経
て
ゐ
る
。
こ
の
賞
験
は
賓
際
０
物
に
富
っ
て
調
べ
る
即
ち
賓
鐙
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
又
彼
は

分
１
　
工
夫
に
富
ん
で
ゐ
て
、
民
族
を
三
十
二
類
に
分
類
し
た
り
、
書
籍
を
四
百
二
十
二
類
に
分
類
し
た
り
盛
に
分
類
を
や
っ
て
ゐ
る
。
而

し
て
一
方
で
は
綜
合
的
精
神
が
あ
っ
て
、
彼
０
智
識
０
各
方
面
毎
に
之
を
纒
め
て
一
つ
の
書
に
し
て
居
り
、
そ
の
全
屋
を
纒
め
た
も
０
が
通

志
で
あ
る
。
彼
は
叉
學
問
は
會
通
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
世
に
あ
る
所
０
各
家
各
涙
の
互
に
相
通
じ
な
い
如
き
疆
界
は
却
て
打
破
す
べ
き

だ
と
し
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
０
が
顧
氏
の
考
へ
で
あ
る
。
要
す
る
に
顧
氏
は
主
と
し
て
鄭
樵
の
考
へ
が
近
代
科
學
の
方
法
に
一
致
し
て
ゐ
る
鮎

を
賞
め
ゐ
る
０
で
あ
っ
て
、
そ
の
史
論
上
の
特
徴
に
就
て
も
一
通
り
は
述
べ
て
は
ゐ
る
が
章
學
誠
の
域
を
脆
す
る
に
至
っ
て
居
る
と
は
思
は

-８
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れ
な
い
。
唯
一
つ
私
の
注
意
を
惹
い
た
０
は
顧
氏
が
「
彼
０
學
風
は
一
に
哲
學
に
倣
ふ
を
願
は
歩
、
二
に
文
學
に
傲
ふ
を
願
は
歩
、
彼
０
意

圖
は
賞
に
科
學
を
建
設
す
る
に
あ
る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
顧
氏
０
い
ふ
科
學
と
は
鄭
樵
０
い
ふ
賞
學
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
賞

澄
科
學
の
意
味
で
私
が
考
へ
て
ゐ
る
科
學
乃
至
史
學
０
狽
立
と
い
ふ
意
味
と
は
少
し
違
っ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
叉
後
に
述
べ
よ

う
と
思
ふ
。

　

私
の
父
０
擬
策
一
道
は
大
醒
に
於
て
章
學
誠
の
考
へ
を
敷
祈
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
ｘ
に
於
て
も
劉
知
幾
の
志
、
鄭
樵
Ｏ

略
０
設
け
方
が
大
に
問
題
に
さ
れ
て
居
り
、
そ
の
一
々
に
就
て
得
失
が
散
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
ｘ
で
は
史
論
の
根
本
問
題
に
開
す
る
も
の

だ
け
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
大
意
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
撰
述
の
要
は
心
裁
に
あ
っ
て
醒
例
に
あ
る
０
で
は
な
い
。
劉
知
幾
は
漢

書
の
断
代
を
賞
め
、
爾
樵
は
史
記
の
會
通
を
採
っ
た
が
、
そ
の
攘
り
所
は
各
々
醒
例
に
あ
っ
て
心
裁
に
及
ん
で
ゐ
な
い
。
蓋
し
史
の
値
例
は

時
に
感
じ
て
愛
る
べ
き
も
の
で
、
作
者
の
時
代
並
び
に
立
場
に
對
し
て
最
も
適
言
な
醍
例
を
選
ぶ
こ
と
こ
そ
肝
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意

味
に
於
て
史
記
の
會
通
、
漢
書
の
断
代
は
そ
の
心
裁
を
得
た
も
０
と
い
ふ
べ
く
、
叉
後
の
諸
史
が
徒
に
紀
傅
醍
を
襲
ふ
た
こ
と
が
意
味
を
成

さ
な
い
と
い
ふ
０
も
こ
０
意
味
に
於
て
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
鄭
樵
は
班
固
が
断
代
し
て
書
を
埓
っ
て
９
　
通
の
旨
を
失
っ

９
　
し
て
ゐ
る
が

そ
の
評
は
営
ら
な
い
。
叉
史
記
０
博
雅
足
ら
ざ
る
を
恨
み
と
し
て
ゐ
る
が
、
博
の
足
ら
な
い
の
は
そ
の
環
境
止
む
を
得
ざ
る
所
で
あ
り
、
史

記
の
文
が
奮
文
を
存
し
て
雅
足
ら
ざ
る
は
、
そ
の
資
料
の
正
確
さ
に
疑
を
持
っ
た
埓
わ
ざ
と
原
の
形
を
存
し
た
惧
重
の
態
度
に
出
づ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
之
を
以
て
遠
に
詣
病
と
す
る
こ
・
と
は
出
来
な
い
。
叉
史
記
に
於
て
は
本
紀
を
始
め
表
、
書
、
傅
に
至
る
迄
一
々
そ
０
設
け
方
に

意
味
が
あ
る
０
で
あ
っ
て
、
凡
そ
営
時
の
此
會
上
の
重
要
問
題
を
宣
く
収
め
ん
と
し
た
も
０
で
、
そ
の
目
０
並
べ
方
及
び
叙
述
の
形
式
は
全

て
事
勢
が
然
ら
し
む
る
所
の
必
要
か
ら
出
て
ゐ
る
。
漢
書
は
之
に
比
し
て
、
衰
凡
起
例
０
精
祁
に
乏
し
く
そ
の
心
裁
に
於
て
遥
に
劣
っ
て
ゐ

る
・
劉
知
幾
が
司
馬
遷
を
斥
け
て
班
固
を
奪
ん
だ
の
は
眼
中
人
を
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
鄭
樵
が
司
馬
遷
の
門
戸
衰
ふ
る
０
所
以
を
班
固

に
昂
し
て
ゐ
る
０
も
持
千
之
見
で
は
な
い
が
、
そ
の
衰
凡
起
例
の
精
１
　
に
於
て
は
史
記
と
通
す
る
も
の
が
あ
り
劉
知
幾
に
勝
っ
て
ゐ
る
と
言

９
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は
ざ
る
を
得
な
い
、
と
。
父
の
史
學
史
稿
に
も
略
々
似
よ
つ
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
。

　

以
上
簡
略
乍
ら
鄭
樵
に
闘
す
る
従
来
の
諸
脆
を
一
通
り
述
ぺ
た
積
り
で
あ
る
。
思
ふ
に
鄭
樵
の
研
究
の
重
要
問
題
は
以
上
９
二
家
に
よ
っ

て
殆
ん
ど
論
じ
婁
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
即
ち
彼
の
史
論
の
中
、
歴
史
學
の
根
本
問
題
、
通
史
断
代
の
二
形
式
の
得
失
論
及
び
通
志
の
研
究
、

就
中
略
の
設
け
方
乃
至
其
内
容
に
開
す
る
得
失
論
等
は
章
氏
、
鳳
氏
、
内
藤
氏
に
よ
っ
て
、
鄭
樵
の
詳
傅
及
び
殆
ん
ど
散
快
し
た
そ
の
著
述

に
開
す
る
詳
細
な
研
究
は
顧
氏
に
よ
っ
て
立
派
に
埓
さ
れ
て
居
る
。
吾
々
り
如
き
浅
學
の
後
輩
が
更
に
新
し
い
研
究
を
以
て
之
に
加
へ
る
鈴

地
は
殆
ん
ど
な
い
と
言
ふ
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
複
に
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
は
顧
氏
も
少
し
く
試
み
て
ゐ
る
が
、
鄭
樵
な
る
も
の
を
今

日
の
立
場
に
立
っ
て
検
討
批
判
す
る
一
事
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
事
は
一
見
極
め
て
簡
単
な
こ
と
に
見
え
る
が
賓
際
は
必
ず
し
も
し
か

く
容
易
な
業
で
は
な
い
。
今
日
の
東
洋
史
學
界
の
如
く
そ
の
理
論
的
立
場
が
明
瞭
で
な
い
場
合
に
特
に
然
り
で
あ
る
。
私
自
身
は
現
在
の
所

未
だ
自
分
の
立
つ
べ
き
立
場
を
探
し
求
め
て
ゐ
る
状
態
な
の
で
こ
の
仕
事
に
對
し
て
は
１
　
く
自
信
が
な
い
。
以
下
述
べ
ん
と
す
る
所
は
大
し

て
理
論
的
な
根
婆
も
な
い
貧
弱
な
現
在
の
立
場
か
ら
す
る
思
ひ
付
き
に
過
ぎ
な
い
。

　

註

　

①
Ｍ
學
季
列
第
一
巻
第
二
銃
三
五
三
頁
以
下
。

　

②
顧
氏
の
い
ふ
分
析
的
は
分
類
の
意
味
で
あ
ゐ
。

　

③
通
志
總
序
に
「
不
幸
班
固
非
其
人
。
逞
失
會
通
之
旨
。
司
馬
氏
之
門
戸
自
此
衰
矣
。
」
と
あ
り
、
又
「
善
學
司
馬
漫
者
莫
如
班
彪
。
綾
漫
書
自
孝
武
至
于
後

　
　

漢
。
欲
令
後
人
之
績
己
、
如
已
之
援
遷
。
既
無
行
文
。
叉
絶
無
緒
。
世
々
相
承
。
如
出
一
手
。
善
乎
其
微
志
也
。
Ｉ
・
Ｓ
・
ｌ
ａ
－
ａ
ｅ
班
彪
有
其
業
。
而
班
固
不
能
誼

　
　

父
之
書
）
゜
゜
゛
’
゛
‘
゜
゛
゛
不
能
傅
其
業
。
」
云
々
と
て
父
の
彪
は
會
活
の
旨
を
心
得
て
居
た
が
、
子
の
固
に
至
っ
て
そ
の
義
を
失
っ
む
様
に
書
い
て
ゐ
ろ
。

五

-－10
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顧
頷
剛
氏
は
前
に
も
書
い
た
通
り
鄭
樵
の
學
風
を
指
し
て
麦
笛
的
で
あ
り
、
分
類
的
で
あ
り
、
且
綜
合
的
で
あ
る
と
評
し
た
。
併
し
顧
氏

の
言
ふ
所
を
少
し
突
込
ん
で
考
へ
る
と
此
は
軍
に
鄭
樵
の
學
風
の
傾
向
を
評
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
鄭
樵
の
理
論
及
び
立
場
そ
の
も
の
を
論
じ

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
で
あ
る
。
章
學
誠
は
従
来
の
支
那
の
史
學
を
理
論
的
に
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
支
那
の
史
學
を

意
叙
的
に
理
論
づ
け
た
最
初
の
人
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
彼
の
営
時
に
あ
っ
て
は
新
し
い
立
場
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

と
が
出
来
る
。
併
し
乍
ら
そ
の
脆
く
所
は
彼
自
身
も
い
ふ
如
く
春
秋
の
精
紳
を
演
綜
し
た
も
の
で
、
孔
子
ｏ
昔
に
已
に
支
那
に
起
っ
て
ゐ
る

歴
史
の
精
榊
を
現
代
的
に
（
章
氏
の
時
代
の
）
理
解
し
て
、
こ
れ
を
理
論
づ
け
た
も
の
と
見
る
べ
く
、
そ
の
思
想
は
支
那
的
な
る
も

ら
ご

ら
一

歩
も
出
て
ゐ
な
い
。
従
っ
て
彼
の
鄭
樵
に
對
す
る
考
へ
も
専
ら
か
ｘ
る
立
場
か
ら
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
。
章
氏
の
立
場
は
吾
々
に
と
っ
て
は
既

に
過
去
の
立
場
だ
遡
い
ふ
の
は
言
ひ
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
我
々
の
研
究
の
對
象
と
な
る
べ
き
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ｘ
探

っ
て
以
て
自
分
の
立
場
と
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
私
の
父
は
章
學
誠
を
よ
く
理
解
し
且
之
を
批
評
し
て
ゐ
る
が
、
大
醗
に

於
て
章
氏
の
立
場
を
是
詔
し
て
ゐ
る
も
の
ｘ
如
く
、
特
に
新
し
い
立
場
を
強
調
し
て
は
ゐ
な
光
こ
の
限
り
に
於
て
矢
張
り
之
を
今
日
の
立

場
と
見
倣
す
こ
と
は
躊
躇
さ
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
こ
の
二
人
は
過
去
の
支
那
の
史
學
理
論
の
總
決
算
を
し
た
人
ヵ
で
あ
る
ふ
。
私
は
言
ひ

度
い
気
が
す
る
。
吾
々
は
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
ゐ
る
か
ゐ
な
い
/
I
は
別
問
題
と
し
て
西
洋
ｏ
歴
史
哲
學
な
る
も
の
を
知
っ
て
ゐ
る
。
吾
々

の
探
し
て
ゐ
る
新
し
い
立
場
は
結
局
東
洋
の
思
想
家
に
そ
の
暗
示
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
も
こ
の
西
洋
の
１
　
識
を

一
廓
考
慮
に
入
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
環
境
に
我
々
は
置
■
Ｒ
れ
て
ゐ
る
。
賓
際
上
か
ら
し
て
も
西
洋
の
智
識
を
持
っ
て
ゐ
る
方
が
昔
の

支
那
人
の
思
想
ｏ
特
徴
を
明
に
す
る
の
に
便
利
で
あ
ら
う
。

　

話
が
横
道
に
外
れ
た
が
、
前
述
の
如
く
支
那
り
史
論
は
章
學
誠
に
於
て
大
成
し
た
も
の
と
し
て
。
然
ら
ぼ
鄭
樵
は
ど
う
い
ふ
地
位
を
占
め

て
ゐ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
顧
氏
は
鄭
樵
を
目
し
て
綜
合
的
と
言
っ
て
ゐ
る
が
そ
れ
は
多
く
ｏ
智
識
を
系
統
的
に
纏
め
る
と
い
ふ
意
味
で
あ

っ
て
鄭
樵
の
理
論
そ
の
も
の
は
章
學
識
の
如
く
一
貫
し
た
思
想
を
以
て
統
一
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
の
で
吾
々
は
彼
ｏ
文
章
の
背
後
に
あ
る
も
の

-－11
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を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

鄭
樵
は
會
通
の
旨
な
る
も
の
を
強
調
す
る
。
こ
の
言
葉
の
最
も
表
面
的
な
意
味
は
古
今
を
通
じ
て
論
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
或
る
時
代
或

る
事
件
、
或
る
問
題
を
限
っ
て
諭
ず
る
事
の
反
對
で
あ
る
。
彼
の
使
っ
た
會
通
と
い
ふ
言
葉
自
身
に
對
し
て
は
後
の
人
も
そ
れ
だ
け
の
意
味

の
も
の
と
し
て
居
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
通
志
０
出
来
柴
え
に
よ
る
も
の
で
、
通
志
０
紀
傅
が
顧
氏
も
指
摘
し
た
如
く
、
従
来
０
諸
史
の
文

を
前
後
の
矛
盾
や
、
重
複
な
ど
を
避
け
て
並
べ
た
ｙ
け
で
別
に
何
等
の
新
意
を
加
へ
て
ゐ
な
い
の
で
、
會
通
の
意
味
も
そ
れ
位
０
事
で
あ
ら

う
と
人
が
考
へ
る
の
は
処
理
も
な
い
所
で
あ
る
。
叉
彼
が
總
序
に
於
て
誕
い
て
ゐ
る
所
も
之
を
裏
書
す
る
鮎
が
な
い
で
も
な

」
夕

併
し
乍
ら

或
る
時
代
の
事
件
や
人
物
が
、
そ
０
歴
史
が
書
か
れ
た
時
代
乃
至
朝
代
に
よ
っ
て
或
は
賞
め
ら
れ
或
は
設
ら
れ
た
り
す
る
様
な
矛
盾
は
通
史

を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
を
誕
い
て
ゐ
る
あ
た
り
は
必
ず
し
も
彼
が
形
式
的
會
通
の
み
を
目
指
し
た
者
で
は
な
い
様
に
思
は

れ
、
殊
に
殷
は
夏
諒
に
因
れ
り
、
損
益
す
る
所
を
知
る
べ
き
也
、
周
は
殷
噌
に
因
れ
り
、
損
盆
す
る
所
知
る
べ
き
也
、
此
相
因
ろ
を
言
ふ
也

云
々
の
文
句
な
ど
は
も
少
し
深
い
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
と
見
て
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
大
醒
に
於
て
通
志
そ
の
他
の
文
に
表
は

れ
た
所
だ
け
で
は
そ
ん
な
に
深
い
意
味
が
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
私
０
考
へ
で
は
注
意
す
べ
き
は
９
　
通
の
言
葉
の
意
味
よ
り
も
寧
ろ
彼
が

か
く
會
通
を
強
調
す
る
所
以
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
成
程
紀
傅
や
表
に
於
て
は
大
し
て
新
し
味
を
見
出
し
得
な
い
に
し
て
も
そ
の
略

に
至
っ
て
は
誰
も
が
認
め
る
程
竟
凡
起
例
０
精
９
　
が
よ
く
表
は
れ
て
居
る
。
而
し
て
一
々
の
略
の
出
来
条
え
は
夫
々
得
失
が
あ
る
と
し
て
も

そ
の
略
の
目
の
設
け
方
は
即
ち
彼
の
會
通
の
精
紳
を
表
は
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
臣
天
下
の
大
學
術
を
總
べ
て
其
綱
目
に
條
し
之
を
名

づ
け
て
略
と
い
ふ
と
總
序
に
言
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
學
術
を
總
べ
る
と
い
ふ
考
へ
が
彼
の
特
徴
０
一
つ
で
あ
る
と
私
は
考
へ
る
。
司
馬
遷
Ｏ

態
度
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
學
術
に
偏
す
る
こ
と
な
く
天
下
の
重
要
事
を
霞
く
拾
ひ
上
げ
る
に
あ
っ
た
が
鄭
樵
は
特
に
學
術
に
重
猫
を
置
い

た
所
が
雨
者
の
著
し
い
差
で
は
な
か
ら
う
か
。
鄭
樵
を
以
て
支
那
に
於
け
る
科
學
の
統
一
及
び
そ
の
狽
立
を
目
指
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
と

目
す
る
の
は
言
ひ
過
ぎ
で
あ
ら
う
か
。
但
し
彼
の
賞
際
に
叙
述
し
た
科
學
の
各
論
は
多
く
９
　
ら
歴
史
的
智
識
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
も

-12-
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の
で
、
例
へ
ぼ
昆
塁
草
木
略
に
於
て
は
専
ら
そ
０
名
前
に
重
き
を
置
い
て
ゐ
て
今
日
０
博
物
學
と
は
大
に
趣
を
異
に
し
て
居
る
し
、
災
祚
略

に
於
て
は
草
に
災
詳
０
あ
っ
た
年
月
日
の
み
を
記
し
て
自
然
現
象
そ
０
も
の
を
探
究
し
や
う
と
い
ふ
意
圖
は
少
し
も
認
め
ら
れ
な
い
。
天
下

の
學
術
智
識
を
總
べ
る
と
い
っ
て
も
そ
の
智
識
は
全
て
歴
史
的
開
心
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
０
で
あ
る
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
云
ひ
換
へ

れ
ば
鄭
樵
に
於
て
は
科
學
は
印
ち
廣
い
意
味
の
史
學
で
あ
る
と
考
へ
ら
わ
る
。
こ
れ
は
鄭
樵
に
限
ら
す
支
那
の
學
問
全
信
の
風
潮
で
あ
る
。

従
っ
て
支
那
に
於
け
る
史
學
の
地
位
は
西
洋
の
そ
れ
と
は
全
く
異
る
も
０
で
、
寧
ろ
西
洋
に
於
け
る
古
代
の
哲
學
が
占
め
て
ゐ
た
地
位
に
似

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
や
う
。
そ
れ
は
と
も
角
、
史
學
は
章
學
誠
に
於
て
完
全
に
経
學
０
上
へ
持
っ
て
行
か
れ
た
の
だ

ら
一
鄭
樵
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

て
既
に
経
學
よ
り
ｏ
褐
立
の
企
て
が
行
は
れ
た
も
？

註①
文
史
涵
義
内
篇
五
申
鄭
「
孔
子
作
春
秋
、
蓋
日
其
事
則
斉
桓
晋
文
。
其
文
則
史
。
其
義
則
孔
子
自
謂
有
取
乎
爾
。
夫
事
即
後
世
考
挿
家
之
所
向
也
。
文
印

　

後
世
詞
章
家
之
所
重
也
。
然
夫
子
所
取
。
不
在
彼
而
在
此
。
則
史
家
著
逍
之
道
。
熾
可
不
求
義
意
所
錨
乎
。
」
云
々
。

⑧
西
洋
の
哲
學
が
近
世
に
至
ろ
迄
結
局
ご
フ
ト
ン
の
範
囲
を
脆
し
な
い
と
云
は
れ
ろ
の
と
同
じ
意
味
で
、
支
那
の
學
問
も
清
朝
に
至
ろ
迄
孔
子
の
域
を
脆
し

　

な
い
と
云
へ
９
う
。
こ
の
孔
子
を
源
と
す
る
思
想
を
恨
に
支
那
的
な
ゐ
も
の
と
名
づ
け
て
見
む
。

③
通
志
總
序
の
會
活
之
義
を
建
べ
れ
後
に
「
語
其
同
也
。
則
紀
面
復
紀
。
一
帝
而
有
敷
紀
。
傅
而
又
傅
。
一
人
而
有
敷
傅
。
…
…
匹
一
其
異
也
。
則
前
王
不
列

　

於
後
王
。
後
事
不
接
於
前
事
。
」
云
々
と
あ
ろ
。

④
中
に
は
六
書
略
、
七
昔
略
の
如
く
そ
の
學
問
の
範
園
内
で
専
門
的
な
研
究
を
載
せ
て
居
り
、
直
接
歴
史
的
智
識
と
言
ひ
雖
い
も
の
も
あ
る
。

④
史
學
研
究
第
二
倦
第
三
魏
、
岡
崎
文
夫
氏
［
章
學
誠
の
史
學
大
要
］
八
頁
に
「
歴
史
は
か
く
て
所
謂
紺
學
に
比
し
嘉
か
の
重
要
性
を
む
っ
こ
と
＞
.
ｔ
＾
≪
<
?
＾

　

け
で
あ
ろ
。
」
と
あ
り
そ
の
前
に
そ
の
然
ろ
所
以
を
睨
か
れ
て
居
る
。

④
鄭
樵
自
身
も
爽
際
潰
稿
倦
痢
寄
方
趙
部
書
に
「
爾
雅
之
學
既
了
。
然
則
六
級
注
疏
皆
長
物
也
」
と
て
紺
學
の
重
要
性
を
す
っ
と
侃
く
評
價
し
た
言
葉
を
吐

　

い
て
ゐ
ゐ
。
（
爽
涼
逍
稿
は
函
海
、
駆
海
珠
塵
等
の
叢
書
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
ろ
）
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