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話
傅
跨
の
後
代
に
於
け
る
匯
史
化
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
た
。
此
の
論
文

は
支
那
の
學
界
に
非
常
な
衝
動
を
輿
へ
た
と
見
え
、
鼓
玄
同
・
胡
適
の
爾

師
は
之
に
賛
成
し
て
激
励
の
聊
を
隋
ま
な
か
っ
た
が
、
劉
橿
黎
・
胡
董
の

一
一
人
は
猛
烈
に
反
對
し
、
そ
の
批
判
の
論
文
が
同
誌
に
現
れ
、
殊
に
劉
氏

は
執
拗
に
再
次
に
瓦
っ
て
顧
氏
と
’
の
間
に
激
し
い
論
戦
を
・
展
男
し
た
。
主

に
此
等
の
討
論
を
集
録
し
た
古
史
辨
第
一
冊
の
島
頭
に
附
せ
ら
れ
た
百
頁

に
訟
る
長
文
の
自
序
が
今
回
平
岡
氏
の
勲
譚
紹
介
せ
ら
れ
た
原
文
な
の
で

あ
る
。
こ
の
や
６
な
古
史
辨
の
成
立
の
事
情
・
か
ら
既
に
明
ら
か
な
如
く
、

こ
の
自
序
は
元
来
自
己
の
古
代
史
研
究
に
對
す
る
他
の
批
判
へ
の
自
己
滸

明
の
性
質
を
持
つ
。
支
那
の
古
典
に
現
は
れ
る
貴
帝
実
舜
等
の
上
古
聖
王

『
の
事
蹟
が
其
儀
の
史
官
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
白
鳥
・
丙
藤
哨
大
家
に
よ

り
早
く
提
唱
せ
ら
れ
、
叉
那
珂
博
士
に
よ
っ
て
崔
述
の
考
信
錐
が
古
く
か

ら
紹
介
せ
ら
れ
て
ゐ
る
我
が
東
洋
史
學
界
に
と
っ
て
ご
。
』
の
顧
氏
の
議
論

は
決
し
て
目
新
し
い
亀
の
と
は
云
へ
な
い
。
然
し
支
那
に
於
て
は
事
情
が

全
く
異
る
。
前
清
の
纒
學
を
朧
承
し
た
民
國
初
年
の
支
那
國
學
者
油
は
経

書
の
記
述
に
絶
對
の
傘
信
を
沸
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
顧
氏
の
経

書
に
傅
へ
る
古
史
が
侭
史
で
あ
る
と
す
る
辨
設
を
不
稽
否
不
敬
と
目
し
て

之
に
痛
烈
な
反
對
を
試
み
た
こ
と
は
固
よ
り
常
然
で
あ
る
。
劉
氏
の
批
判

も
顧
氏
の
所
諭
に
對
し
同
情
あ
る
様
に
装
っ
て
は
居
る
が
、
賞
は
「
こ
の

様
な
逆
説
的
の
議
論
と
懐
疑
の
精
紳
は
人
心
に
影
響
す
る
所
少
く
な
い
」

こ
と
に
慨
し
た
所
に
動
機
が
存
在
す
る
。
顧
氏
の
自
己
１
　
明
の
序
文
は
。
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喊
Ｅ
１
１
　
古
史
辨
自
序

　

創
元
支
那
叢
書
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
五
剣
六
月
十
五
日
、
創
元
祀
登
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

四
六
版
二
三
二
頁
、
定
價
壹
圓
五
拾
錐

　

支
那
古
代
史
家
、
、
特
に
疑
古
學
浜
の
領
袖
と
し
て
盛
名
久
し
い
顧
頷
剛

氏
の
名
著
古
史
辨
自
序
が
平
岡
武
夫
君
に
よ
っ
て
極
め
て
流
暢
な
國
語
に

脈
詳
さ
れ
、
ヽ
創
元
支
脛
双
書
の
Ｉ
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
顧
氏
が
讃
書
雑

誌
に
翌
表
し
た
古
代
史
に
闘
す
る
自
己
の
論
文
と
之
に
對
す
る
銭
玄
伺
・

胡
適
・
劉
挟
黎
等
の
批
判
を
１
　
輯
し
て
古
史
辨
第
一
冊
を
公
に
し
た
の
は

今
か
ら
十
四
年
前
、
昭
和
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
。
顧
氏
が
大
正
十
一
一
年
讃

書
雑
誌
に
載
せ
た
「
銭
ま
同
に
呉
へ
て
古
史
を
論
ず
る
の
書
」
の
な
か
で

夏
王
朝
の
始
祀
と
さ
れ
て
ゐ
る
萬
が
・
西
周
時
代
ま
で
は
紳
話
上
の
一
の
祚

格
で
あ
っ
て
夏
王
輯
と
開
係
が
無
か
っ
た
が
、
東
周
時
代
に
な
っ
て
始
め

て
夏
王
朝
の
始
祀
と
し
て
人
間
化
さ
れ
た
。
萬
に
先
だ
っ
聖
帝
尭
舜
の
事

蹟
は
孔
子
時
代
及
び
そ
れ
以
後
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
ａ
更
に
古
い
紳

農
黄
帝
は
戦
國
時
代
以
後
に
附
加
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ｏ
歴
史
上
の
賞

在
人
物
と
し
て
無
條
件
に
信
用
さ
れ
て
ゐ
た
黄
帝
・
尭
・
舜
・
褐
が
紳
話
上

の
紳
格
で
あ
っ
て
、
此
等
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
虞
夏
の
歴
史
は
紳

：



374 

彼
の
古
史
研
究
方
法
が
車
た
る
一
時
の
恩
ひ
付
き
、
或
は
場
あ
た
り
を
ね

ら
ふ
も
の
で
は
な
く
、
自
身
の
性
格
境
遇
数
養
か
ら
必
然
的
に
愛
生
し
て

来
た
渇
設
を
詳
述
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
自
序
は
氏
の
生
ひ
立
ち
を
諮

る
も
の
と
な
り
、
宇
生
の
自
叙
俸
と
一
式
ふ
形
式
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

頭
領
剛
氏
は
蘇
州
の
有
名
な
蒼
家
の
出
身
で
あ
る
。
氏
の
幼
年
時
代
の

叙
述
は
支
那
讃
書
人
の
家
庭
生
活
、
特
に
そ
の
滋
養
の
賓
情
を
流
す
好
き

詑
銭
で
あ
る
。
青
年
堅
生
時
代
の
梁
界
超
・
康
有
震
・
章
附
麟
の
思
想
の

感
化
を
語
る
節
は
、
清
末
民
間
初
期
の
支
那
思
想
界
の
激
動
期
の
側
面
史

と
し
て
興
味
が
ゐ
る
。
し
か
し
此
自
序
を
讃
む
者
の
興
味
、
自
序
の
償
値

は
顧
氏
の
古
代
史
研
究
方
法
確
立
の
過
程
を
綾
逃
し
た
姑
に
あ
る
こ
と
は

号
一
同
を
侠
た
な
い
。

氏
は
そ
の
態
統
か
ら
す
れ
ば
今
文
派
の
康
有
篤
の
系
統
を
引
く
も
の
で

は
あ
る
が
、
古
文
汲
の
意
柄
麟
の
議
席
に
列
し
た
こ
と
も
あ
り
、
相
嘗
の

影
響
を
受
け
て
ゐ
る
。
氏
が
文
献
批
判
に
於
て
取
っ
て
ゐ
る
合
理
主
義
は

今
文
・
古
文
と
云
ふ
知
き
理
性
の
外
な
る
機
威
、
体
統
に
基
礎
を
置
く
所

謂
門
戸
の
見
か
ら
超
越
し
た
科
事
的
な
態
度
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

主
と
し
て
胡
遁
氏
を
通
じ
て
西
欧
の
思
想
の
影
響
を
多
少
は
受
け
て
は
ゐ

る
も
の
L
、
此
の
批
判
的
精
神
の
形
成
に
と
っ
て
は
こ
の
影
響
は
決
定
的

で
は
な
く
、
寧
ろ
少
年
時
代
の
古
典
数
養
時
代
に
蔚
し
、
次
第
・
々
々
に
生

長
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
主
と
し
て
支
郊
の
古
典
文
献
の

讃
書
自
岨
眠
か
ら
自
然
に
感
得
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
文
調
書
以
外
の
多

面
的
な
数
養
、
経
験
が
之
に
重
要
な
胤
閣
を
奥
へ

て
ゐ
る
。
願
氏
の
古
代
史

研
究
方
法
の
特
色
は

「
各
時
代
の
時
勢
に
準
接
し
て
各
時
代
の
古
史
を
閥

明
す
る
」
一
一
四
七
一貝
)
も
の
で
あ
る。
A
7
迄
不
動
の
庭
史
事
賓
と
信
ぜ
ら

れ
て
ゐ
た
経
書
史
籍
の
古
史
詑
事
を
一
の
故
事
侍
読
と
見
倣
し
て
そ
の
饗

化
の
渇
穫
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
へ
方
は
胡
遁
氏
の
近

代
文
筆
・
水
瀞
俸
・
紅
棲
夢
の
考
設
に
暗
示
さ
れ
、
北
京
大
農
生
時
代
戯

劇
に
心
酔
し
た
頃
得
た
戯
曲
に
現
れ
る
人
物
の
被
る
多
様
な
潤
色
の
熟

知
、
更
に
決
定
的
に
は
民
俗
菌
学
運
動
に
参
加
し
、
意
義
女
の
設
話
を
腕
究

し
た
結
果
の
古
史
へ
の
際
問
で
あ
る
。
氏
は
「
読
話
は
女
化
の
中
心
に
隠

ひ
て
推
移
し
て
ゆ
き
、
各
地
の
時
勢
と
風
俗
の
影
響
を
う
け
て
改
繁
し
、

民
衆
の
感
情
と
想
像
と
に
よ
っ
て
設
展
す
る
こ
と
を
切
貨
に
数
へ
ら
れ

た
。
ま
た
-
読
話
の
鍵
形
し
て
ゐ
る
そ
れ
ん
¥
の
異
っ
た
様
相
は
、
車
純
に

語
り
手
の
意
念
に
従
っ
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
設
話
の
節
目
を
新
解
穣
せ

- 5.8.，，-

ん
と
す
る
語
り
手
の
要
求
に
従
っ
た
も
の
も
あ
る
こ
と
を
切
賓
に
数
へ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
設
話
の
意
味
の
側
か
ら
考
へ
る
な
ら
ば
、
設
話

の
も
つ
背
長
と
読
話
の
た
め
に
主
援
す
る
と
こ
ろ
の
あ
る
各
種
の
枇
曾
を

明
瞭
に
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
」
(
一
五
三

l
四
頁
。
此
の
末
段

は
原
文
で
除
「
叉
使
我
明
際
立
的
背
景
和
替
官
立
尚
主
張
的
各
種
社
曾
」
ー

と
め
る
が
、
こ
の
謬
文
で
は
一
寸
意
味
が
不
明
で
あ
る
。
)
と
一
式
ひ
、
そ
の

後
に
震
萎
女
の
設
話
と
楠
開
設
中
の
古
史
と
を
比
較
し
て
ゐ
る
。

願
氏
が
西
欧
の
翠
術
の
影
響
か
ら
燭
立
し
て
主
と
し
て
自
己
の
支
那
古
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典
の
讃
書
と
民
俗
學
的
な
膿
験
か
ら
得
た
こ
の
古
代
史
研
究
方
法
は
蜜
に

　
　

る
所
で
は
な
い
が
、
こ
の
願
譚
に
よ
っ
て
も
全
編
を
貫
く
情
熟
と
誠
賞
は

優
れ
た
も
の
で
あ
っ
’
て
、
吾
人
は
氏
の
天
才
に
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
、
讃
む
者
の
心
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。
今
北
京
留
昂
中
、
顧
握
剛
氏
と
親
沢

宜
な
る
か
な
此
の
古
史
辨
自
序
に
提
唱
し
た
研
究
方
法
は
の
ち
に
古
史
中

　
　

し
、
氏
の
學
術
の
最
も
好
き
理
解
者
で
あ
る
平
岡
君
の
手
に
成
る
流
麗
な

の
・
種
々
の
問
題
に
懸
用
さ
れ
、
近
年
の
「
戦
國
秦
漢
間
人
的
造
置
輿
辨

　

翻
譚
に
よ
っ
て
此
の
好
著
が
日
本
の
學
界
、
否
一
般
調
書
界
に
階
ら
れ
た

偏
」
「
碑
譲
傅
胆
起
于
墨
家
考
」
｛
夏
史
三
論
｝
の
如
き
名
論
文
を
輩
出
す
’
の
は
何
よ
り
の
喜
び
で
あ
石
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
小
川
茂
樹
〕

　

る
に
至
っ
た
。

　
　

顧
氏
は
自
己
の
古
代
史
研
究
の
プ
ラ
ｙ
と
し
て
「
ま
づ
古
代
の
史
賓
を

’
な
ん
と
か
明
白
に
し
。
そ
の
後
に
改
め
て
各
種
の
書
籍
の
時
代
と
地
域
を

　

考
究
し
、
そ
れ
が
明
か
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
う
ち
ら
で
、
其
の
時
其
の

　

地
の
傅
説
中
の
古
史
を
抽
出
し
、
膿
系
的
整
理
を
加
へ
、
さ
ら
に
考
古
學

　

を
研
究
し
て
賓
物
を
審
定
し
、
民
俗
學
を
研
究
し
て
傅
殴
中
り
古
史
の
意

　

味
を
認
識
し
よ
う
。
」
（
一
三
七
頁
）
と
し
た
が
、
そ
の
分
野
を
縮
少
し
て

　

ｒ
i
は
説
詰
の
見
地
か
ら
古
衷
の
構
成
原
理
を
解
俸
す
る
こ
と
、
二
は
古

　

今
の
紳
詰
と
傅
股
を
臍
系
的
に
叙
述
す
る
こ
と
」
（
二
二
八
頁
）
の
二
方
面

　

に
限
ら
う
と
し
た
と
述
べ
て
ゐ
る
。
誕
話
の
見
地
か
ら
古
史
の
構
成
原
因

　

を
解
憚
す
る
方
面
の
研
究
は
着
λ
と
七
て
官
現
ぎ
れ
た
が
、
二
の
古
今
の

　

紳
胞
と
傅
誕
と
を
膿
系
的
に
叙
述
す
る
こ
と
の
方
は
、
孟
姜
女
傅
説
以
後

　

殆
ん
ど
試
み
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
方
面
は
官
は
西
欧
の
紳
話
學
・
民
俗

　

學
・
宗
象
學
の
助
ふ
を
借
ら
ず
し
て
は
不
可
能
な
事
業
で
あ
っ
て
。
恐
ら

　

く
氏
の
學
術
の
限
界
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

古
史
辨
自
序
の
文
學
角
價
値
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
御
者
の
闘
す
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Ｓ
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一
九
三
三
年
の
十
月
か
ら
翌
さ
二
五
年
の
始
め
に
か
片
て
、
へ
’
デ
ィ
ｙ

博
士
は
１
　
民
政
府
の
委
嘱
に
よ
っ
て
支
那
本
部
と
新
疆
省
と
の
間
を
つ
な

ぐ
自
動
車
道
路
建
設
の
た
め
の
調
査
旅
行
を
行
っ
た
。
そ
の
間
の
見
禰
を

這
べ
た
一
般
向
き
の
探
瞼
旅
行
記
が
「
大
馬
の
逃
走
」
、
「
絹
の
霊
」
。
「
さ

ま
よ
ふ
湖
」
の
三
部
作
と
な
っ
て
世
に
出
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
。
う
ち
の

第
三
が
こ
の
本
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
と
第
一
一
の
も
の
と
は
早
く
に
書
か

れ
て
、
既
に
邦
譚
も
「
馬
仲
英
の
逃
亡
」
示
野
忍
挿
、
改
造
赴
版
）
。
［
赤

色
ル
ー
ト
踏
破
記
］
（
高
山
洋
吉
譚
、
育
生
計
版
）
と
題
さ
れ
て
出
て
ゐ
る

が
。
こ
の
第
三
の
英
譚
版
を
手
に
し
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
（
も
っ

と
も
ヽ
瑞
典
語
版
と
鶏
譚
版
と
は
一
九
三
七
年
に
出
て
ゐ
た
ら
し
い
が
、

見
る
機
會
が
な
か
っ
た
Ｊ
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