
批
評
・
’
紹
介

今
後
と
雖
も
古
史
研
究
上
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
名
著
で
あ
る
。
こ
の
膏
沃
な

土
複
の
上
に
更
に
そ
の
後
登
明
ｍ
見
さ
れ
た
甲
骨
文
金
文
の
研
究
或
は
民

族
學
的
研
究
等
の
科
學
肥
料
を
充
分
に
施
し
て
そ
こ
に
豊
か
に
稔
っ
た
作

物
が
岡
崎
博
士
の
本
書
で
あ
る
。

　

と
私
は
こ
ん
な
風
に
考
へ
て
、
’
ｙ
た
。
い
さ
さ
か
家
庭
園
１
　
的
臭
味
が
あ

っ
て
恐
縮
だ
け
れ
ど
も
、
事
賞
内
藤
先
生
の
講
義
に
培
社
れ
て
成
長
し
た

の
が
小
島
・
岡
崎
爾
修
士
ら
の
古
代
研
究
で
あ
る
こ
と
を
思
へ
ば
必
ず
し

も
営
ら
な
く
は
な
い
で
あ
ら
う
、
な
ど
と
思
ひ
っ
Ｃ
｡
＊
i
≪
＞
i
　
Ｕ
　
1
　
I
言
書
い

て
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
。

　

内
藤
先
生
の
後
、
古
典
に
對
す
る
批
判
的
研
究
は
い
よ
い
よ
精
細
に
な

っ
た
し
、
新
田
が
料
の
研
究
も
次
第
に
進
歩
し
た
。
し
か
し
内
藤
先
生
の

支
那
上
古
史
ほ
ど
統
一
的
な
古
典
批
剣
を
基
礎
と
し
た
古
代
史
は
今
日
ま

で
の
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
岡
崎
博
士
の
本
書
ほ
ど
科
學
的
甕

料
が
巧
み
に
逍
用
さ
れ
た
古
代
史
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
凡
人

に
は
ど
ら
に
も
な
ら
な
い
の
は
史
眼
で
あ
る
。
内
藤
先
生
の
史
眼
の
卓
抜

さ
は
世
に
定
評
が
≪
Ｋ
)
。
岡
崎
博
士
が
先
生
に
學
ぱ
れ
た
第
一
の
こ
と
は

寫
に
こ
の
黙
に
あ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。

　

支
那
古
代
史
と
い
ふ
も
の
は
、
と
私
は
こ
の
二
１
　
を
前
に
Ｉ
し
て
思
ふ
の

で
あ
る
Ｉ
単
な
る
史
料
の
蒐
集
と
羅
列
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で

は
な
い
。
い
か
に
科
學
的
な
香
料
研
究
と
雖
も
之
を
優
れ
た
史
眼
に
よ
っ

て
適
切
に
用
ひ
、
更
に
太
陽
の
如
き
暖
い
思
索
の
光
り
を
惜
ひ
な
く
呉
（

■
i
ｙ
ｂ
-
ｄ
ば
豊
か
な
稔
り
は
期
待
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
。
こ
の
こ
と
は

何
も
古
代
史
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
言
は
拓
る
で
あ
ら
う
０
　
そ
れ
は
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史
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刊
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文
夫

　

著

　

昭
和
十
九
年
四
月

　

資
價
三
闘
八
十
六
銭

　
　
　
　

昨
年
、
支
那
古
代
史
に
開
す
る
】
一
つ
の
名
著
が
刊
行
さ
れ
た
。
一
は
内

　
　
　

藤
湖
南
先
生
の
『
支
那
上
古
史
』
で
あ
り
、
他
は
岡
崎
博
士
の
『
古
代
支
那

　
　
　

史
要
』
で
あ
る
。

　
　
　
　

内
雄
先
＆
の
學
問
の
高
さ
に
就
で
は
既
に
世
に
定
評
の
あ
る
と
こ
ろ
で
。

　
　
　

あ
っ
て
、
い
ま
さ
ら
私
の
瞰
々
を
娶
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
。
吋
崎
博
士

　
　
　

の
本
書
に
對
し
て
も
私
は
一
敏
た
だ
た
だ
感
嘆
し
た
。
書
評
を
書
く
や
う

　
　
　

に
と
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
私
ご
と
き
に
は
も
っ
て
の
ほ
か
だ
と
私
は
固
く

　
　
　

鮮
廻
し
た
。
ａ
こ
ろ
が
す
か
さ
ず
、
さ
う
い
ふ
名
著
な
ら
な
ほ
さ
ら
紹
介
す

　
　
　

る
の
が
本
誌
の
義
務
で
喘
な
い
か
、
さ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
切
り
込

　
　
　

ま
れ
て
、
そ
れ
は
さ
う
だ
と
承
認
さ
せ
ら
れ
て
は
も
は
や
負
け
で
あ
る
。
仝

　
　
　

く
止
む
を
え
な
い
。
窮
し
た
あ
げ
く
次
の
や
う
な
こ
と
を
考
へ
て
み
た
。

　
　
　
　

内
藤
先
生
の
支
那
上
古
史
は
膏
戻
肥
沃
な
土
植
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

そ
れ
は
大
正
十
年
ご
ろ
の
誰
義
だ
さ
う
で
あ
’
９
か
ら
既
に
二
十
偕
午
の
昔

　
　
　
　

で
あ
る
。
し
か
し
先
生
の
支
那
古
典
そ
の
他
古
史
資
料
に
對
す
る
優
れ
た

り
・

　
　

批
難
を
基
礎
と
し
で
縦
横
に
卓
抜
な
史
論
を
展
開
さ
れ
た
も
の
賀
け
に
、

｜
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さ
う
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
そ
の
は
げ
が
違
ふ
と
は
私
言
ひ
た
い
。
い
っ
た

　
　
　
　

い
匿
史
研
究
を
最
後
に
似
値
づ
け
る
も
の
は
、
い
は
ゆ
る
科
學
的
研
究
で

　
　
　
　

は
な
く
て
、
も
っ
と
精
祁
的
な
も
の
人
間
的
な
も
の
で
あ
ら
う
、
さ
う
考

　
　
　
　

へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
一
冊
励
ま
さ
れ
る
や
う
に
思
ふ
し
、
本
書
の
價

　
　
　
　

値
も
そ
の
黙
に
お
い
て
ょ
り
高
く
認
め
得
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

ひ
と
り
よ
が
り
の
や
う
な
議
論
を
抽
象
的
に
、
そ
れ
も
大
雑
把
に
な
ら

　
　
　

べ
て
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
か
う
い
ふ
こ
と
を
具
戯
的
に
記
す
の
は
簡
単
に

　
　
　

は
ゆ
か
な
歿
本
１
　
を
味
読
し
て
頂
く
よ
り
仕
方
が
な
い
。
た
ゞ
内
藤
先

　
　
　

生
か
ら
岡
崎
原
士
の
本
書
に
至
る
ま
で
の
古
代
史
研
究
の
進
歩
を
示
す
Ｉ

　
　
　

こ
の
例
を
畢
げ
て
■
＊
　
Ｋ
)
、
例
へ
ば
周
初
克
段
後
の
東
方
経
略
に
就
て
み
る

　
　
　

と
、
内
藤
先
生
で
は
二
三
行
で
す
ま
さ
れ
て
ゐ
る
周
公
の
東
夷
征
伐
が
本

　
　
　

書
で
は
一
章
を
占
め
、
小
川
茂
樹
氏
の
金
文
資
料
に
よ
る
研
究
に
基
づ
い

　
　
　

て
具
替
的
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
楚
の
荘
王
時
代
の
陳
の
夏
姫
を

　
　
　

め
ぐ
る
事
件
に
し
て
も
内
藤
先
生
は
左
傅
の
記
逞
を
史
賞
と
し
て
展
開
き

　
　
　

れ
て
ゐ
る
に
對
し
、
岡
崎
原
士
は
之
を
西
周
を
亡
ぼ
し
た
と
い
ふ
褒
姐
の

　
　
　

因
縁
話
と
同
様
な
作
り
物
語
り
と
し
て
意
味
づ
け
て
を
ら
れ
る
。
こ
ゝ
に

　
　
　

研
究
法
の
進
歩
が
あ
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　

最
近
の
読
書
新
聞
に
よ
る
と
、
二
書
と
も
良
書
と
し
て
特
に
重
版
さ
れ

　
　
　

る
よ
し
で
あ
る
。
一
頃
と
い
は
ず
精
読
さ
れ
ん
こ
と
を
お
薦
め
し
た
い
。

　
　
　

以
上
で
拙
い
紹
介
を
絡
る
が
、
最
後
に
私
の
疑
問
と
す
る
一
事
を
逃
べ
て

　
　
　

ほ
士
の
高
数
を
仰
ぎ
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　

そ
れ
は
本
書
一
七
六
頁
に
、
剖
の
戮
の
際
の
楚
の
軍
備
に
閥
す
る
宣
十

　
　
　

こ
年
左
傅
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
楚
王
の
統
率
す
る
中
軍
に
乗
廣
（
兵
車
）

三
十
秉
を
９
　
り
、
之
を
左
右
に
分
け
、
…
…
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。

之
に
よ
る
と
囲
十
は
、
「
中
軍
は
謀
を
制
す
る
所
」
で
あ
る
か
ら
、
之
を
楚

王
が
統
率
し
そ
の
中
に
乖
廣
三
十
乗
を
作
っ
て
戸
だ
と
解
せ
ら
れ
る
如
／
ヽ

で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
諭
旨
に
か
ゝ
は
る
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
た
ゞ
私
は
最
近
別
に
必
要
あ
っ
て
楚
の
軍
備
に
就
で
考
へ
た
際
、
責

は
之
と
や
ゝ
異
る
解
祥
を
し
た
の
で
あ
る
。

　

顧
棟
高
は
春
秋
楚
令
尹
表
斂
（
春
秋
大
事
表
泰
二
十
三
）
に
於
て
、
楚
の

軍
備
は
分
け
て
二
廣
と
な
し
云
々
と
逍
ぺ
て
ゐ
る
が
、
楚
の
軍
備
が
三
軍

で
あ
っ
た
こ
と
冑
信
二
十
八
年
左
傅
の
城
鴻
の
戦
の
際
に
楚
に
中
軍
と

左
師
と
右
師
と
あ
ｅ
:
＼
、
杜
預
も
之
を
三
’
軍
と
認
め
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
明
か

で
あ
り
、
ま
た
宣
十
二
乍
必
の
戦
の
に
際
も
三
軍
が
あ
っ
た
も
の
と
解
せ

ら
れ
る
。
叉
中
軍
の
将
は
沈
尹
で
あ
っ
て
楚
王
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
楚

王
は
三
軍
の
上
に
在
っ
て
指
揮
し
た
も
の
と
考
へ
ふ
れ
、
二
廣
（
乗
廣
三

十
乗
）
と
い
ふ
の
も
中
軍
に
合
ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
東
宮
に

附
庸
す
る
富
甲
の
如
く
楚
王
自
身
の
・
近
衛
兵
（
杜
注
云
、
君
之
親
兵
）
で
あ

り
、
楚
王
は
こ
廣
を
駆
使
し
て
三
軍
を
統
率
し
た
の
で
あ
ら
う
。
従
っ
て

楚
の
軍
備
は
中
軍
の
将
が
即
ち
三
軍
の
元
叩
で
あ
る
と
い
ふ
晋
の
軍
制
と

は
異
る
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
考
へ
た
わ
け
で
あ
る
。
記
し
て
囲
士
の
御

教
示
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。
（
大
鳥
利
一
）
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