
『
歴
年
図
』
と
『
通
志
』

1
『
資
治
通
鑑
』
の
成
立
過
程
に
関
す
る
一
考
察
一

稲

葉

一

β良

【
要
約
】
　
北
宋
朝
諸
宗
期
に
は
春
秋
学
を
先
導
に
宋
学
が
勃
興
し
、
そ
の
春
秋
学
の
影
響
下
に
司
馬
光
の
歴
史
叙
述
は
計
画
さ
れ
た
。
彼
の
編
年
体
重
撰

述
の
目
的
は
過
去
の
躍
大
な
数
量
の
紀
伝
体
史
の
叙
述
内
容
を
要
約
し
た
形
で
皇
帝
た
ち
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
彼
は
模
索
の
結
果
、
『
漢
書
』

の
叙
述
内
容
を
要
領
よ
く
集
約
し
た
『
前
漢
紀
』
の
体
例
を
選
び
、
こ
れ
を
自
己
の
歴
史
叙
述
の
形
式
に
採
用
し
た
。
先
ず
大
事
記
を
作
っ
て
歴
史
叙
述

の
見
取
り
図
と
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
編
年
体
史
を
叙
述
す
る
計
画
を
立
て
た
。
そ
し
て
歴
史
事
象
の
中
、
と
く
に
君
主
に
と
っ
て
大
事
に
属
す
る
も
の

を
選
び
、
そ
れ
ら
を
＝
ご
六
二
年
間
の
簡
史
と
し
て
ま
と
め
各
王
朝
史
に
概
評
を
加
え
て
『
歴
年
図
』
と
し
、
紀
伝
体
史
の
研
究
か
ら
得
た
歴
史
事
象
の

評
価
の
た
め
の
山
続
と
君
主
論
を
後
序
と
し
て
付
し
英
宗
皇
帝
に
献
上
し
た
。
そ
の
二
年
後
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
『
通
志
』
を
具
体
的
な
歴
史
叙
述
の
形

で
英
宗
に
提
出
し
、
面
上
か
ら
そ
の
続
修
・
完
成
を
要
請
さ
れ
た
。
こ
れ
が
『
資
治
通
鑑
』
の
冒
頭
部
分
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
四
巻
四
号
　
哺
九
九
［
年
七
月

丁歴年図』とr通志』（稲葉）

は
　
じ
　
め
　
に

周
知
の
よ
う
に
、
『
史
記
』
が
出
現
し
て
以
来
、
そ
の
体
裁
を
襲
い
で
『
漢
書
』
以
下
、
紀
伝
体
史
が
陸
続
と
著
わ
さ
れ
、
唐
初
に
は
一
群

を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
形
勢
の
下
で
紀
伝
体
史
は
公
式
の
文
献
目
録
『
叢
書
』
経
籍
志
の
い
わ
ゆ
る
「
史
部
」
の
中
に
正

史
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
歴
史
叙
述
の
最
も
最
も
正
統
的
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
編
年
体
の
歴
史
叙
述
は
決
し
て
『
史

記
』
幽
出
現
の
後
に
衰
微
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
歴
史
叙
述
の
主
流
は
紀
伝
体
史
に
奪
わ
れ
た
感
が
あ
っ
た
か
ら
、
経
籍
志
で
は
正
史
の
後
に
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分
類
さ
れ
て
「
古
史
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
唐
以
後
、
編
年
体
史
が
よ
り
古
い
史
体
、
或
は
過
去
の
史
体
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
五
代
か
ら
北
宋
時
代
に
は
『
旧
曝
書
』
『
旧
五
代
史
』
が
編
纂
さ
れ
、
次
い
で
欧
陽
脩
や
宋
祁
ら
の
『
新
屋
書
』
が
、
や
が
て
欧
陽
脩
の
『
五

代
史
記
』
が
出
現
す
る
な
ど
、
遷
代
以
来
の
歴
史
編
纂
の
伝
統
を
継
い
で
紀
伝
体
史
全
盛
の
観
を
呈
し
た
。
司
馬
光
の
編
年
体
史
『
通
志
』
（
後

に
『
資
治
通
鑑
』
と
命
名
）
は
こ
の
よ
う
な
時
代
に
編
修
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
時
代
的
背
景
を
考
え
る
時
、
何
故
に
司
馬
光
の
歴
史
叙
述

が
編
年
体
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
或
は
何
故
に
時
流
に
抗
し
て
ま
で
編
年
体
史
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
素
朴

な
疑
問
を
、
人
は
懐
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
面
の
事
由
は
当
時
流
行
の
学
問
と
の
関
連
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
朝
の
仁
宗
期

に
は
孫
復
を
は
じ
め
と
す
る
春
秋
学
者
の
活
躍
で
『
春
秋
』
研
究
が
極
め
て
盛
ん
と
な
り
、
司
馬
光
は
こ
の
春
秋
学
の
強
い
影
響
の
下
に
、
『
春

秋
』
の
後
を
継
ぐ
と
い
う
意
気
込
み
で
編
年
体
史
『
資
治
通
鑑
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
上
の
紀
伝
体
史
全
盛
の
時
代

背
景
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
よ
う
な
一
面
的
な
事
由
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
十
分
な
回
答
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
司
馬
光
個

ん
の
必
然
的
な
要
請
、
す
な
わ
ち
こ
の
書
を
編
年
体
史
の
形
で
執
筆
せ
し
め
た
司
馬
光
自
身
の
動
機
、
内
在
的
な
使
命
感
こ
そ
が
解
明
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
間
題
は
司
馬
光
の
歴
史
叙
述
の
目
的
と
同
時
に
彼
の
歴
史
叙
述
に
対
す
る
姿
勢
と
も
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
歴

年
図
』
を
拠
り
所
に
司
馬
光
の
臼
的
意
識
と
『
通
志
』
編
纂
に
至
る
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
と
く
に
紀
伝
体
史
を
克
服
し
て
編
年
体
史
を
編

成
す
る
に
至
る
経
過
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
①
　
内
藤
齢
虎
次
郎
『
支
那
史
脚
ず
史
』
（
『
内
藤
湖
南
全
集
』
本
）
二
〇
六
・
七
頁
。
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嗣
　
宋
初
の
類
書
編
纂
と
春
秋
学

r歴年図』とr通志』（稲葉）

　
険
峰
初
期
は
、
中
国
の
歴
史
上
で
も
大
部
の
類
書
が
数
多
く
編
纂
さ
れ
た
こ
と
で
特
筆
す
べ
き
時
代
で
あ
る
。
第
二
代
皇
帝
太
宗
の
時
代
に

は
『
太
平
御
覧
』
一
千
巻
、
『
太
平
広
記
』
五
百
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
百
家
事
類
集
、
小
説
・
説
話
集
と
し
て
、
ま
た
『
文
苑
英
華
』
一
千
巻
が
章

句
集
と
し
て
多
数
の
学
者
を
動
員
し
て
編
纂
さ
れ
、
そ
し
て
三
代
皇
帝
真
宗
の
時
代
に
は
「
歴
代
君
臣
の
事
　
」
な
る
テ
ー
マ
の
下
に
『
冊
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

元
亀
』
一
千
巻
が
歴
史
事
類
集
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
宋
朝
の
四
大
聖
書
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
外
に
も
歴
史
地
理
書
『
太

平
簑
宇
記
』
二
百
巻
が
楽
史
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
類
書
に
共
通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
前
代
、
す
な
わ
ち
六
朝
期
か
ら
今
代
に
か
け
て
盛
ん
に
作
ら
れ
た
文
例
集
、
事
類
集
の
伝
統

を
継
ぎ
、
文
人
た
ち
が
教
養
を
誇
示
す
る
目
的
で
作
っ
た
参
考
書
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
貴
族
文
化
の
遺
風
を
承
け

た
産
物
と
見
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
人
の
文
章
、
或
は
過
去
の
事
例
、
説
話
、
史
料
を
集
め
て
整
理
・
類
別
し
、
保
存
・
記

憶
し
て
自
己
の
教
養
の
資
と
す
る
の
が
こ
の
時
代
の
学
風
で
あ
っ
た
。
真
宗
時
代
の
『
残
骸
元
亀
』
も
そ
の
点
で
は
同
じ
性
格
を
編
纂
物
と
見

　
　
　
　
　
　
②

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
五
代
（
後
脚
）
に
劉
陶
を
監
修
老
と
し
て
編
ま
れ
た
『
旧
唐
墨
』
二
百
巻
、
北
宋
初
期
に
雲
居
正
を
監
修
者
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
旧
五

代
史
』
一
五
〇
巻
は
い
ず
れ
も
官
府
保
存
の
史
料
を
、
多
数
の
編
修
者
が
所
定
の
方
針
に
従
っ
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
史
料
を
保
存
す

る
と
い
う
趣
旨
で
は
高
い
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
叙
述
と
し
て
は
一
貫
し
た
主
張
、
一
家
言
を
備
え
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一

家
言
を
欠
く
と
い
う
点
で
は
こ
れ
ら
の
歴
史
叙
述
も
『
冊
府
元
亀
』
と
共
通
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
北
宋
初
期
に
こ
の
よ
う
な
編
纂
物
が
続
々
と
作
ら
れ
た
の
は
当
時
の
社
会
の
風
潮
が
ま
だ
こ
れ
ら
を
是
認
し
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
に
外
な

ら
な
い
。
し
か
し
や
が
て
仁
宗
の
宝
元
年
間
（
一
〇
三
八
1
三
九
）
に
入
る
と
、
西
夏
軍
の
西
北
部
へ
の
業
界
が
活
発
に
な
り
、
宋
朝
政
府
は
そ

れ
へ
の
対
応
と
軍
事
費
の
捻
出
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
政
治
情
勢
の
下
、
慶
暦
時
代
（
晶
〇
四
一
1
四
八
）
に
は
孫
復
や
翌
翌
、
石
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介
ら
の
学
者
の
唱
導
で
、
中
唐
時
代
の
春
秋
学
の
批
判
精
神
を
継
承
し
て
注
疏
の
説
を
批
判
し
、
尊
王
篠
夷
・
経
世
済
民
の
立
場
か
ら
解
経
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

新
意
を
盛
る
一
方
、
著
述
に
も
独
自
の
主
張
を
唱
え
る
学
風
が
興
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
春
秋
学
の
流
行
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
の
が
仁
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

皇
帝
の
、
胡
暖
や
七
七
に
対
す
る
顕
彰
で
あ
る
。
皇
帝
が
胡
竣
の
為
に
太
学
を
拡
張
し
た
り
、
孫
復
の
業
績
を
評
価
し
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

継
考
た
る
春
秋
学
者
た
ち
を
鼓
舞
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
旧
来
の
注
疏
の
学
に
対
し
て
懐
疑
と
批
判
、
新
解
を
追
求
す
る
風
潮
は
春
秋
解
釈
学
そ
の
も
の
の
性
格
を
大
き
く
変
え
る
と
と

も
に
、
他
の
経
書
解
釈
に
対
す
る
批
判
、
新
解
の
追
求
を
も
促
し
た
。
孫
復
の
『
春
秋
尊
王
発
微
』
以
後
、
『
春
秋
権
衡
』
『
春
秋
劉
茂
伝
』
『
春

秋
意
林
』
な
ど
を
著
わ
し
て
、
春
秋
学
の
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
劉
倣
は
、
ま
た
『
七
経
小
伝
』
を
著
わ
し
て
経
解
批
判
を
諸
経
に
及
ぼ

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
か
か
る
難
解
批
判
の
対
象
は
経
書
の
解
釈
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
経
書
に
述
べ
ら
れ

た
古
代
の
歴
史
事
象
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
い
わ
ゆ
る
疑
古
、
す
な
わ
ち
古
代
の
伝
承
を
批
判
す
る
根
拠
と
し
て
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
金
無
類
で
あ
っ
た
。
宋
代
に
お
け
る
金
石
学
の
発
達
の
原
因
も
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
批
判
的
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
疑

古
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
の
『
春
秋
』
研
究
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と
し
て
追
究
さ
れ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
『
春
秋
』
の
筆
法
で
あ
る
。
と
く
に
淋
代
の
『
春
秋
』
研

究
で
は
『
春
秋
』
経
文
中
の
文
字
、
例
え
ば
侵
、
伐
、
囲
、
入
、
取
、
滅
な
ど
の
個
々
の
文
字
の
用
例
が
集
め
ら
れ
帰
納
さ
れ
て
、
そ
こ
に
特

別
の
解
釈
が
付
与
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
筆
法
の
研
究
は
歴
史
学
に
お
け
る
叙
述
の
体
例
の
研
究
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
欧
陽
脩
が

『
新
世
盛
』
『
五
代
史
記
』
を
『
春
秋
』
の
筆
法
に
倣
い
体
例
に
則
っ
て
叙
述
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
編
む
に
当
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

叙
述
の
体
例
に
関
し
て
教
え
を
仰
い
だ
の
は
か
の
劉
倣
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
『
新
唐
書
』
の
撰
者
の
一
人
昌
運
獅
に
も
『
春
秋
』
研
究
か
ら
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
独
自
の
義
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
『
唐
書
直
筆
新
例
』
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
歴
史
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
『
春

秋
』
研
究
か
ら
歴
史
叙
述
の
体
例
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
編
年
体
史
『
資
治
通
鑑
』
を
著
わ
し
た
司
馬
光
も
彼
な
り
の
姿
勢
で
春
秋
学
の

影
響
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
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と
こ
ろ
で
唐
朝
初
期
か
ら
愚
痴
初
期
ま
で
に
著
わ
さ
れ
た
歴
史
叙
述
、
と
く
に
断
言
紀
伝
体
史
に
は
、
初
唐
に
編
纂
さ
れ
た
『
言
書
』
『
陳

書
』
『
北
斉
書
』
『
奥
書
』
『
晴
書
』
は
と
も
か
く
、
そ
の
後
に
編
修
し
な
お
さ
れ
た
『
晋
書
』
を
は
じ
め
と
し
て
『
旧
墨
書
』
『
旧
五
代
史
』
な

ど
、
監
修
者
の
下
、
複
数
の
編
纂
者
た
ち
に
よ
っ
て
編
修
さ
れ
た
た
め
に
一
家
言
を
欠
い
た
も
の
が
多
い
。
一
体
、
紀
伝
体
史
は
最
も
単
純
な

形
態
を
採
る
場
合
で
も
帝
紀
と
列
伝
を
必
須
の
構
成
部
分
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
内
容
に
重
複
を
含
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
で

　
⑯

あ
る
。
執
筆
者
が
複
数
に
亘
る
時
に
は
そ
の
欠
陥
は
増
幅
さ
れ
る
上
、
叙
述
内
容
も
一
貫
性
を
欠
く
結
果
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う

な
紀
伝
体
史
が
も
つ
欠
陥
と
し
て
は
叙
述
の
煩
冗
さ
、
叙
述
内
容
の
不
統
一
に
加
え
て
、
王
朝
毎
に
編
纂
さ
れ
る
上
代
紀
伝
体
史
に
共
通
の
褒

　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

既
の
不
公
正
、
大
義
名
分
の
欠
如
な
ど
も
指
摘
さ
れ
る
。
と
く
に
還
暦
以
後
の
金
人
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
断
代
紀
伝
体
史
に
見
ら
れ
る
義
理
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

大
義
名
分
の
欠
如
は
、
襲
撃
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
耐
え
難
い
不
満
で
あ
っ
た
。
中
で
も
唐
朝
の
歴
史
は
宋
人
の
強
い
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
ら
、
『
旧
唐
書
』
が
史
料
集
的
な
編
纂
物
で
あ
る
こ
と
は
人
び
と
を
痛
く
失
望
さ
せ
た
。

　
司
馬
光
自
身
も
『
史
記
』
『
漢
書
』
以
下
の
紀
伝
体
史
の
数
量
と
そ
の
叙
述
の
煩
冗
さ
、
そ
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
少
な
い
歴
史
叙
述
に
は
辟

　
　
　
　
　
　
　
⑮

易
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
七
歳
に
し
て
『
春
秋
塾
生
伝
』
を
読
み
、
以
後
、
歴
史
叙
述
に
親
し
み
、
進
士
に
及
第
し
て
か
ら
は
、
数
多
く

の
歴
史
に
関
す
る
評
論
を
公
表
し
て
き
た
司
馬
光
自
身
で
さ
え
感
じ
る
底
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
分
量
の
み
多
く
内
容
の
雑
駁
な
歴
史

叙
述
群
を
見
て
、
司
馬
光
は
彼
な
り
の
課
題
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
如
何
に
し
て
こ
れ
ら
の
紀
伝
体
史
の
叙
述
内
容
を
的
確

に
要
約
し
、
し
か
も
そ
こ
に
義
理
・
｝
家
言
を
盛
り
込
む
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
司
馬
光
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

い
わ
ゆ
る
前
号
の
孫
甫
か
ら
も
示
唆
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
皇
祐
元
年
（
一
〇
四
九
）
に
見
出
し
た
同
じ
志
の
い
わ
ゆ
る
門
生
劉
恕
と

議
論
を
重
ね
、
嘉
祐
年
間
（
一
〇
五
六
i
六
三
）
に
は
紀
伝
体
史
の
雑
駁
さ
を
克
服
す
る
道
と
し
て
『
左
氏
伝
』
の
編
年
体
形
式
を
採
用
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
、
し
か
も
葡
悦
の
『
前
漢
紀
』
の
体
裁
に
因
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
嘉
祐
年
間
に
は
、
そ
の
四
年
に
欧
陽
脩
や
絵
事
ら
の
『
新
唐
書
』
が
よ
う
や
く
完
成
し
、
そ
の
翌
年
（
「
〇
六
〇
）
、
奏
上
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
過
去
の
歴
史
叙
述
に
対
す
る
反
省
が
『
春
秋
』
研
究
の
盛
行
の
中
で
高
ま
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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実
は
同
じ
嘉
祐
年
間
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
司
馬
光
自
身
、
既
に
完
成
し
て
い
た
原
『
歴
年
図
』
に
手
を
加
え
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
歴
史

叙
述
に
関
し
て
深
い
考
察
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

①
　
劉
乃
和
「
『
《
陰
阜
元
亀
》
新
探
』
序
」
（
劉
乃
和
寒
編
『
《
冊
府
元
亀
》
新
探
』

　
中
州
書
画
社
、
一
九
八
三
年
刊
）
参
照
。

②
　
谷
川
道
雄
「
『
著
作
史
』
の
一
視
点
）
（
『
中
国
中
世
の
探
求
－
歴
史
と
人
間
一
』

　
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
田
版
部
、
一
九
八
七
年
刊
）
二
九
六
・
七
頁
参
照
。

③
　
諸
橋
轍
次
『
儒
学
の
目
的
と
一
興
（
慶
暦
遣
道
元
百
六
十
年
間
）
の
活
動
』
（
『
諸

　
橋
轍
次
著
作
一
集
』
鮪
弟
一
巻
）
第
二
編
…
第
二
章
・
第
二
節
「
春
秋
学
の
勃
興
」
、
お
よ
び

　
陳
慶
新
「
宋
儒
春
秋
尊
王
要
義
的
発
賦
与
其
政
治
思
想
（
上
）
（
『
新
羅
学
報
』
第

　
十
巻
第
一
期
）
参
照
。

④
　
　
『
軍
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
四
、
嘉
祐
元
年
十
二
月
の
条
に
は
、
「
乙
卯
、
太

　
子
中
允
・
天
章
閣
侍
講
胡
瑳
管
勾
太
学
。
始
、
胃
軸
保
寧
節
度
使
推
官
教
授
湖
州
。

　
科
条
繊
中
備
具
、
以
身
先
世
。
（
中
略
）
慶
暦
中
、
興
自
学
、
下
湖
州
取
其
法
、

　
著
為
令
。
襲
既
為
学
官
、
其
徒
益
衆
、
太
学
至
不
能
容
、
取
勢
宮
舎
処
刑
。
礼
部

　
所
得
士
、
瑛
弟
子
十
常
居
四
五
。
（
中
略
）
於
是
擢
与
経
鐘
、
治
太
学
劇
甚
故
」

　
と
あ
る
。

⑤
　
　
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
一
八
六
、
嘉
祐
二
年
十
一
月
の
条
に
は
、
「
殿
中
丞
・

　
國
子
監
置
講
孫
復
治
春
秋
、
不
惑
伝
注
、
其
薔
簡
易
、
明
干
諸
侯
大
夫
功
罪
、
以

　
考
鰺
之
盛
衰
、
而
推
見
王
道
之
治
乱
、
県
議
之
本
義
為
多
。
既
疾
、
枢
密
使
韓
碕

　
言
干
上
、
選
書
吏
給
紙
札
、
命
其
門
人
当
無
択
即
復
家
録
之
、
得
魯
十
五
巻
、
蔵

秘
閣
。
特
官
其
　
子
。
復
卒
、
又
懸
銭
＋
万
」
と
い
う
。

⑥
　
質
貴
下
「
《
春
秋
》
経
与
北
宋
史
学
」
（
『
中
国
史
研
究
』
一
九
九
〇
登
第
～
期
）
。

⑦
　
王
束
「
遷
代
史
学
与
《
春
秋
》
経
学
i
兼
言
二
代
史
学
的
理
学
化
趨
勢
1
」
（
『
河

　
北
学
刊
』
一
九
八
八
年
第
六
期
）
。

⑧
　
『
宋
史
』
巻
三
一
九
、
劉
聞
伝
に
よ
る
と
、
「
…
…
欧
陽
俺
毎
群
書
有
疑
、
折

　
簡
来
間
。
対
其
使
揮
筆
、
答
之
不
停
手
。
脩
服
其
博
。
長
於
春
秋
、
為
書
四
十
巻
、

　
行
於
時
」
と
あ
り
、
ま
た
霊
夢
得
『
避
暑
録
話
』
巻
上
に
は
、
「
慶
暦
後
、
欧
陽

　
文
忠
（
脩
）
以
文
章
擁
天
下
、
世
語
敢
抗
衡
者
。
島
原
甫
（
倣
）
難
出
其
後
、
以

　
博
学
通
経
自
許
。
文
忠
亦
以
是
推
之
。
作
五
代
史
・
新
薄
書
凡
例
、
多
紀
春
秋
干

　
原
理
」
と
い
う
。

⑨
　
　
『
唐
書
直
筆
新
例
隔
の
著
者
繭
篭
卿
は
、
欧
陽
脩
や
宋
祁
、
秘
鍵
、
董
瞬
、
宋

　
敏
求
、
講
義
嬰
ら
と
と
も
に
『
新
唐
書
』
の
撰
者
の
一
人
目
数
え
ら
れ
る
（
曾
公

　
亮
「
進
唐
書
表
」
）
が
、
こ
の
書
に
展
闘
さ
れ
て
い
る
叙
述
の
体
例
は
そ
の
一
部
が

　
『
新
唐
書
』
に
採
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
ら
こ
の

　
書
は
一
夏
卿
個
人
の
主
張
を
後
世
に
遺
す
目
的
で
著
わ
ざ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

　
て
い
る
。
（
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
八
八
、
史
部
罫
描
類
「
玉
書
直
筆
」
）
。

⑩
例
え
ば
劉
知
幾
『
前
通
』
福
二
、
二
体
篇
に
は
、
「
史
記
者
（
中
略
）
若
乃
同

　
為
一
宴
、
分
在
数
篇
、
断
続
相
離
、
前
後
屡
出
。
於
高
趣
則
云
語
在
項
伝
、
於
項

　
伝
則
云
黙
具
高
紀
」
と
い
い
、
一
つ
の
歴
史
事
象
が
紀
伝
体
史
で
は
紀
と
伝
に
そ

　
れ
ぞ
れ
重
複
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑪
聖
明
誠
は
『
金
石
録
』
（
金
文
明
『
金
石
三
校
証
』
上
海
書
画
出
版
社
、
一
九

　
八
五
年
半
）
序
に
お
い
て
、
「
蓋
籍
嘗
以
還
、
詩
書
以
後
、
君
臣
行
事
之
蹟
、
悉

　
載
於
史
、
錐
是
非
褒
販
出
於
乗
筆
者
私
意
、
或
失
其
実
。
然
至
其
善
悪
大
節
、
有

　
不
可
護
。
而
謬
伝
之
既
久
、
理
当
依
拠
。
（
中
略
）
蓋
綿
車
出
於
後
人
之
手
、
不

　
能
無
失
。
而
刻
罰
当
時
所
立
、
可
信
不
疑
」
と
い
い
、
歴
史
叙
述
の
不
公
正
さ
に

　
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
司
馬
光
に
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑫
郷
樵
『
通
志
』
序
に
は
、
「
…
…
自
班
固
以
断
代
為
史
、
無
量
相
因
聖
血
。
（
中

　
略
）
階
書
称
唐
兵
為
義
兵
、
伐
人
之
君
、
可
以
為
義
乎
。
（
中
略
）
斉
露
寒
斉
而

　
不
調
宋
、
凡
忠
於
宋
者
、
目
為
逆
党
。
裳
燦
・
劉
乗
・
十
三
之
解
髪
、
雪
冤
九
回
。

　
憶
天
日
壁
上
、
安
曇
三
盛
。
飛
騨
之
類
、
歴
世
有
之
。
傷
風
敗
義
、
莫
大
乎
此
。
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遷
法
既
失
、
固
弊
日
深
」
と
い
い
、
断
代
紀
身
体
史
に
お
け
る
無
熱
褒
既
の
不
当

　
性
、
義
理
の
欠
如
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑬
　
同
上
。

⑭
　
『
新
寡
婦
』
附
載
の
曾
公
亮
「
進
唐
書
褒
」
に
よ
る
と
、
「
臣
公
亮
（
申
略
）
以

　
華
商
周
以
来
、
為
国
長
久
、
惟
漢
与
唐
、
而
不
幸
接
眼
五
代
。
衰
世
之
士
、
気
力

　
繊
弱
、
言
耳
糞
随
、
不
足
以
起
其
文
。
而
使
明
君
賢
臣
、
儒
功
偉
烈
、
与
夫
昏
虐

　
賊
乱
、
禍
根
罪
首
、
皆
不
得
暴
其
善
悪
以
黒
人
耳
目
。
誠
不
可
以
垂
勧
戒
示
久
遠
、

　
甚
可
聴
也
」
と
い
う
。

⑮
　
「
進
通
志
表
」
（
『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
臨
巻
五
七
）
に
は
、
「
臣
少
好
史
学
、

　
病
其
煩
冗
、
常
欲
剛
取
其
要
、
為
編
年
一
書
」
と
あ
り
、
ま
た
「
記
歴
年
図
後
」

　
（
『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
』
巻
六
六
）
に
も
、
「
光
頃
歳
読
史
、
患
其
文
繁
事
広
、

　
不
能
得
其
綱
要
」
と
い
う
。

⑯
　
司
馬
光
が
彼
の
歴
史
叙
述
に
編
年
体
形
式
を
選
ん
だ
背
景
に
は
、
彼
の
い
わ
ゆ

　
る
前
輩
の
孫
甫
（
字
連
接
）
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
「
書
孫
之
翰
墓
誌
後
」
（
『
温

　
国
文
正
司
馬
公
文
集
隠
里
七
九
）
に
よ
る
と
、
明
道
中
（
一
〇
三
二
i
三
三
）
に

　
両
者
は
知
り
合
い
、
皇
祐
中
に
は
共
に
館
閣
に
在
っ
て
親
し
く
意
見
を
交
わ
し
た

　
と
い
う
か
ら
、
そ
の
際
に
歴
史
叙
述
の
こ
と
に
も
話
題
が
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と

　
は
疑
い
な
い
。
孫
甫
の
『
国
史
論
断
』
序
に
よ
れ
ば
、
「
有
能
編
列
君
臣
之
事
、

　
善
悪
得
実
、
不
尚
僻
怪
、
不
務
繁
砕
。
明
治
乱
之
本
、
謹
勧
戒
之
道
、
錐
為
紀
伝
、

　
亦
可
奨
。
難
論
其
至
、
則
姫
若
編
年
体
正
下
文
簡
也
」
と
あ
り
、
叙
述
形
式
で
は

　
紀
伝
体
よ
り
も
編
年
体
を
尊
重
す
る
の
が
三
型
の
持
論
で
あ
っ
た
か
ら
、
或
は
そ

二
　
『
歴
年
図
』
の
作
成

　
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

⑰
　
劉
恕
『
資
治
通
鑑
外
紀
』
引
に
よ
る
と
、
「
恕
、
皇
祐
初
、
挙
進
士
試
於
礼
部
、

　
為
司
馬
公
門
生
、
侍
於
大
儒
得
聞
余
論
。
嘉
祐
中
、
公
嘗
謂
恕
日
、
春
秋
之
後
、

　
迄
今
千
余
年
。
史
記
至
五
代
史
、
一
千
五
百
巻
。
諸
生
歴
年
、
莫
能
寛
其
篇
第
。

　
手
写
不
選
挙
其
大
略
。
獄
煩
型
易
、
行
将
混
絶
。
予
欲
託
始
於
周
威
烈
王
命
韓
魏

　
趙
為
諸
侯
、
下
詑
五
代
、
因
丘
明
編
年
尊
体
、
晋
山
悦
簡
要
羅
文
、
網
羅
衆
説
、

　
成
一
家
書
。
恕
日
、
司
馬
遷
以
良
史
之
才
量
皇
帝
至
秦
漢
興
亡
治
乱
。
班
固
已
下
、

　
倣
各
名
家
。
李
延
寿
総
八
朝
為
南
北
史
、
而
言
詞
卑
弱
、
事
例
煩
雑
、
書
冊
表
志
、

　
沿
革
不
完
。
梁
武
帝
通
史
、
唐
本
康
復
統
史
、
世
近
亡
軟
、
不
足
難
山
。
公
欲
以

　
文
章
論
議
事
歴
世
大
典
、
高
勲
美
徳
、
褒
賛
流
弊
万
世
、
元
凶
宿
姦
、
艇
拙
甚
於

　
謙
遜
。
上
受
継
講
説
等
価
・
丘
明
之
伝
、
司
馬
藍
染
可
比
擬
、
葡
悦
何
足
道
哉
」

　
と
あ
り
、
嘉
祐
年
間
に
は
、
紀
伝
体
史
の
煩
雑
冗
長
さ
を
克
服
す
る
方
策
と
し
て

　
『
左
氏
伝
』
の
体
裁
に
拠
り
『
前
漢
紀
』
の
記
述
法
を
周
い
る
こ
と
に
決
定
し
て

　
い
た
、
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
決
定
は
司
馬
光
自
身
の
考
え
に
拠

　
る
も
の
の
よ
う
に
伺
え
る
が
、
司
馬
光
の
主
張
の
多
く
が
劉
恕
の
意
見
を
容
れ
た

　
も
の
で
あ
る
こ
と
は
劉
畿
仲
の
『
通
鑑
問
疑
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。

⑯
『
宋
史
』
本
紀
第
十
二
、
仁
宗
四
に
は
、
「
（
嘉
祐
五
年
、
秋
七
月
）
戊
戌
、
翰

　
林
学
士
欧
陽
早
上
新
修
唐
書
」
と
あ
る
が
、
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
㎝
四
六
、
書

　
簡
物
恨
、
「
与
王
酪
重
宝
」
（
嘉
祐
四
年
）
に
は
、
「
…
…
修
唐
史
、
已
写
進
本
。

　
然
巻
軸
多
、
須
数
二
方
了
」
と
見
え
、
嘉
祐
四
年
に
は
『
新
唐
書
』
は
完
成
し
浄

　
書
に
入
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
『
資
治
通
鑑
』
の
撰
述
の
目
的
と
そ
の
成
立
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
『
通
志
』
八
巻
の
提
出
に
先
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
二
年
、
す
な
わ
ち
治
平
元
年
（
一
〇
六
四
）
に
英
宗
皇
帝
に
献
上
さ
れ
た
『
歴
年
図
』
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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『
歴
年
図
』
は
、
今
日
で
は
『
稽
古
録
』
（
巻
＋
一
1
巻
＋
六
）
の
中
に
収
め
ら
れ
、
上
古
の
伏
義
か
ら
宋
の
英
痴
愚
に
至
る
歴
史
叙
述
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

部
を
構
成
し
て
い
る
が
、
元
来
は
五
こ
口
一
説
で
は
七
巻
）
の
単
行
本
と
し
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
歴
史
事
象
を
簡
略
に
編
年
形

式
で
列
叙
し
つ
つ
、
掴
ま
た
は
王
朝
の
滅
亡
を
記
録
し
た
後
に
「
臣
白
日
」
に
始
ま
る
評
論
を
加
え
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
書

は
初
め
、
周
の
共
和
元
年
（
前
八
四
一
）
か
ら
五
代
の
後
周
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
に
至
る
会
通
史
の
習
作
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

く
、
出
版
し
た
り
衆
目
に
さ
ら
す
目
的
で
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
知
己
に
見
せ
る
た
め
に
作
っ
た
副
本
の
一

つ
が
白
蜜
さ
れ
「
帝
統
」
と
名
付
け
ら
れ
た
上
、
司
馬
光
に
無
断
で
出
版
さ
れ
た
た
め
、
彼
は
こ
れ
に
徹
底
的
に
手
を
加
え
、
断
限
も
「
三
晋

の
分
割
」
に
始
ま
り
五
代
末
に
終
わ
る
も
の
に
改
め
、
後
序
を
附
し
て
面
目
を
一
新
し
、
あ
た
か
も
新
た
に
即
位
し
た
英
宗
皇
帝
に
『
歴
年
図
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
し
て
献
上
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
歴
史
叙
述
の
上
限
を
共
和
元
年
で
は
な
く
、
周
の
威
烈
王
二
十
三
年
に
改
め
た
と
こ
ろ
に
司
馬
光
の

撰
述
の
意
図
と
意
気
込
み
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
今
、
『
歴
年
図
』
の
認
識
を
深
め
る
た
め
に
、
そ
の
書
法
の
一
端
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
司
馬
光
に
よ
る
と
、
『
歴
年
図
』
の
記
事

は
年
毎
に
一
行
で
大
事
を
ま
と
め
、
六
十
行
で
一
重
、
五
重
で
一
巻
と
す
る
原
則
を
立
て
、
こ
れ
に
従
っ
て
記
録
さ
れ
た
と
い
い
、
ま
た
分
裂

割
拠
の
時
代
を
記
録
す
る
際
に
は
一
国
の
紀
年
を
上
に
置
き
諸
国
の
君
主
を
朱
書
し
て
そ
の
元
年
を
そ
の
下
に
嫁
け
る
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た

　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
あ
り
、
図
の
名
も
そ
の
記
事
の
簡
明
さ
と
叙
述
形
式
に
由
来
す
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
唐
代
史
の
太
宗
貞
観
元
年
及
び
二
年
、
三
年
の
条
を

取
り
上
げ
て
そ
の
具
体
的
な
叙
述
の
形
式
を
見
よ
う
。

　
貞
観
元
年
喬
浬
州
都
難
芸
駒
・
統
出
置
討
斬
菟
○
分
天
下
為
＋
導
○
姦
部
蕪
韓
国
中
大
雪
六
畜
多
死
務
露
之
・
腰
替
託
、

　
　
　
二
（
年
）
春
、
関
中
暑
、
民
多
売
子
考
、
詔
出
御
府
金
張
隈
之
。
○
右
衛
将
軍
柴
紹
毒
血
安
賊
帥
梁
師
都
斬
之
、
以
露
地
為
夏
州
。
○
秋
、
三
宮
人
数

　
　
　
　
千
、
使
還
家
。
○
遣
使
拝
薩
延
随
君
長
夷
男
工
真
珠
可
汗
。
頷
利
始
動
、
請
球
面
蔵
主
。

　
　
　
三
（
年
）
春
、
司
空
裟
遠
流
静
州
。
○
夏
、
太
上
皇
徒
居
大
安
宮
、
上
始
悪
政
於
太
極
殿
。
○
突
豚
韻
利
可
汗
挙
兵
攻
突
利
、
暴
利
来
告
急
。
冬
、
詔

　
　
　
　
李
靖
・
李
勧
将
兵
二
道
伐
突
豚
、
突
利
率
衆
来
奔
。
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と
。　

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
年
を
十
二
箇
月
で
は
な
く
春
夏
秋
冬
の
四
季
に
分
か
ち
、
極
め
て
簡
略
に
い
わ
ゆ
る
大
事
に
属
す
る
歴
史
事
象
が
編

年
体
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
同
様
な
書
法
で
唐
の
諸
帝
の
事
績
を
叙
述
し
た
後
、
唐
朝
が
朱
全
忠
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
記
事
の

条
下
に
、
「
臣
光
日
」
に
始
ま
る
唐
朝
史
の
総
括
が
な
さ
れ
る
。
特
に
唐
朝
史
に
対
す
る
評
論
は
『
歴
年
図
』
の
中
で
も
最
も
長
い
も
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
を
摘
録
す
る
と
、
先
ず
唐
初
の
一
祖
霊
宗
に
つ
い
て
、

　
高
祖
、
晋
陽
の
精
兵
を
挙
げ
亡
階
の
弊
を
承
け
、
葉
巻
長
駆
し
て
関
中
を
奄
有
す
。
将
を
命
じ
師
を
出
し
乱
舞
を
掃
除
し
て
、
（
中
略
）
六
年
の
中
、
海
内
、

　
　
威
服
す
。
…
…

　
太
宗
、
文
武
の
才
も
て
前
古
に
高
出
す
。
英
雄
を
駆
策
し
善
業
を
岡
罰
し
、
好
ん
で
漸
近
を
用
い
、
直
諫
を
聞
く
を
楽
し
む
。
民
を
湯
火
の
中
よ
り
辛
い
之

　
　
を
柾
葺
の
上
に
措
く
。
盗
賊
を
し
て
化
し
て
霜
子
と
為
し
運
上
を
ぱ
転
じ
て
謳
歌
と
為
さ
し
む
。
衣
食
に
余
り
あ
り
て
刑
措
も
用
い
ず
。
突
豚
の
渠
、
頸

　
　
を
調
庭
に
係
ぎ
、
北
海
の
浜
も
悉
く
郡
県
と
な
る
。
蓋
し
三
代
の
還
り
て
中
国
の
盛
ん
な
る
、
未
だ
之
有
ら
ざ
る
な
り
。
…
…

　
高
宗
う
宴
安
に
沈
溺
し
、
仁
に
し
て
武
な
ら
ず
。
天
后
を
し
て
皇
室
を
蜥
喪
し
宗
枝
を
屠
害
し
毒
を
ば
緒
紳
に
流
さ
し
む
。
其
の
本
原
を
迩
ぬ
る
に
自
て
来

　
　
た
る
あ
り
。

と
い
い
、
太
宗
の
定
礎
の
後
、
高
宗
の
「
仁
に
し
て
武
な
ら
ざ
る
」
政
治
姿
勢
が
紫
黒
に
内
難
を
招
い
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
つ
い
で
中
宗
・

容
宗
に
触
れ
た
後
、
玄
宗
の
政
治
に
つ
い
て
、

　
明
皇
、
能
く
有
謀
を
断
め
再
び
内
難
を
清
ら
ぐ
。
開
元
の
初
め
庶
政
を
憂
製
し
、
賢
を
好
み
善
を
楽
し
み
民
を
愛
し
物
を
利
す
。
海
内
は
富
庶
に
四
夷
も
賓

　
　
服
し
て
正
観
の
風
に
浸
淫
す
。
天
宝
以
降
に
及
び
、
自
ら
以
て
功
成
り
治
定
ま
り
復
た
後
年
な
し
と
為
す
。
墨
筆
既
に
満
た
し
て
里
心
乃
ち
生
ず
。
忠
直

　
　
覆
や
く
疎
ぜ
ら
れ
て
識
里
並
に
進
み
、
娯
游
を
以
て
良
謀
と
な
し
声
色
を
以
て
急
務
と
な
す
。
（
中
略
）
一
旦
、
変
は
騒
騒
に
生
じ
、
兵
の
辺
隅
に
起
つ

　
　
や
、
（
中
略
）
乗
輿
は
腰
縄
し
生
民
も
地
に
塗
れ
、
禍
乱
並
に
興
り
て
救
薬
す
べ
か
ら
ず
。
数
百
年
の
間
を
し
て
干
戊
欄
饗
し
て
息
ま
ざ
ら
し
む
。
…
…

と
い
う
。
ま
た
安
史
の
乱
の
鎮
定
に
貢
献
し
唐
の
天
下
を
回
復
し
た
粛
宗
・
代
宗
に
つ
い
て
は
、
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粛
宗
、
国
の
元
子
を
以
て
兵
を
霊
武
に
収
め
、
傭
を
反
し
て
東
し
旧
物
を
失
わ
ず
。

　
代
宗
、
命
を
群
帥
に
分
ち
て
凶
醜
を
勢
除
し
、
大
河
の
南
北
を
し
て
復
た
唐
の
臣
と
な
さ
し
め
ば
、
其
の
功
、
皆
な
細
な
ら
ず
。
然
れ
ど
も
此
の
二
君
は
、

　
　
武
は
以
て
疑
を
決
す
る
に
足
ら
ず
、
明
も
以
て
理
を
癒
す
に
足
ら
ず
。
（
中
略
）
而
し
て
又
幽
遠
の
謀
を
思
わ
ず
専
ら
姑
患
の
政
を
為
む
。
盗
賊
の
州
郡

　
　
に
拠
る
も
の
を
ば
因
っ
て
用
い
て
牧
守
と
な
し
、
士
卒
の
主
帥
を
殺
せ
る
も
の
に
も
因
っ
て
之
に
族
銭
を
授
け
、
強
暴
を
し
て
縦
横
な
ら
し
め
、
下
陵
上

　
　
替
、
積
習
し
て
俗
を
成
す
も
、
其
の
非
を
知
る
な
し
。
唐
の
紀
綱
、
大
い
に
壊
れ
復
た
振
う
べ
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
粛
・
代
、
之
を
為
す
な
り
。

と
い
い
、
極
め
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
以
下
、
徳
宗
・
順
宗
・
憲
宗
の
勢
力
回
復
へ
の
努
力
、
七
宗
に
よ
る
功
業
の
失
墜
を
述
べ
、

文
宗
・
武
宗
に
触
れ
た
後
、
宣
宗
以
下
に
つ
い
て
、

　
宣
宗
は
少
く
し
て
蛾
難
を
歴
、
長
年
に
し
て
位
を
践
む
。
人
の
情
偽
、
周
知
せ
ざ
る
な
し
。
心
を
民
事
に
尽
し
、
精
勤
も
て
道
を
治
む
。
賞
は
簡
に
し
て
当

　
　
り
、
罰
も
厳
に
し
て
必
ず
。
故
に
方
内
、
業
を
楽
し
み
、
殊
方
も
軌
に
順
う
。
こ
れ
を
漢
世
に
求
む
れ
ば
其
れ
孝
宣
の
流
亜
か
。

　
撚
宗
、
驕
奢
、
度
な
く
賊
虐
し
て
忌
ま
ず
。
輔
弼
の
任
は
寵
嬰
に
委
ね
、
四
海
の
財
も
淫
楽
に
端
く
。
民
の
怨
む
も
知
ら
ず
神
の
怒
る
も
憶
れ
ず
。
李
氏
の

　
　
亡
ぶ
る
藪
に
お
い
て
決
す
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
僖
・
昭
、
位
を
嗣
ぐ
に
及
び
て
は
、
天
禄
、
已
に
馨
り
民
心
も
已
に
離
る
。
盗
賊
は
管
区
に
偏
ね
く
筆
管
も
誠
閾
を
塞
ぎ
、
漂
泊
幽
辱
も
て
命
を
諸
侯
に
寄

　
　
す
。
是
の
時
に
当
り
之
を
救
わ
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
其
れ
将
た
能
く
せ
ん
や
。

と
い
う
。

　
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
司
馬
光
は
唐
朝
の
諸
君
主
の
才
能
と
政
治
に
対
す
る
姿
勢
、
そ
し
て
政
治
情
勢
と
の
関
わ
り
で
王
朝
の
歴
史
を
論
評
し

て
い
く
。
こ
こ
で
は
個
々
の
君
主
が
そ
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
論
評
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ぼ
君
主
を
寒
心
と
し
た
王
朝
興
亡
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
注
意
す
べ
き
は
粛
宗
・
代
宗
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。
司
馬
光
は
彼
ら
の
安
史
の
乱
を
鎮
定
し
た
功
は
そ
れ
と
し
て

評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
過
程
で
採
用
し
た
処
置
が
王
朝
の
紀
綱
を
大
壊
さ
せ
る
原
因
に
な
っ
た
と
し
、
彼
ら
を
秩
序
解
体
の
元
凶
に
疑
し
め

て
い
る
。
こ
の
論
調
は
、
『
歴
年
図
』
（
『
稽
古
録
』
巻
十
一
）
冒
頭
の
、
威
烈
王
が
三
晋
の
分
割
を
承
認
し
た
条
下
の
「
礼
の
紀
綱
尽
く
」
と
い
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う
批
評
、
そ
し
て
後
の
『
資
治
通
鑑
』
の
冒
頭
の
議
論
の
そ
れ
と
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
司
馬
光
の
歴
史
叙
述
に
一
貫
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
書
は
一
面
で
は
歴
史
上
の
大
事
件
を
略
記
し
た
い
わ
ゆ
る
大
事
記
の
形
を
と
り
、
司
馬
光
の
王
朝
史
に
対
す
る
評
論
・
史

論
を
附
し
て
い
わ
ゆ
る
通
史
簡
編
の
形
に
仕
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
単
な
る
通
史
簡
編
で
な
い
こ
と
は
、
『
歴
年
図
』
後
序
（
『
稔
古
論
』

巻
十
六
）
を
見
れ
ば
容
易
に
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
序
が
附
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
『
歴
年
図
』
は
そ
れ
自
体
一
個
の
理
論
的
な
主
張

を
盛
っ
た
独
立
の
著
述
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
『
歴
年
図
』
後
序
は
、
一
説
に
よ
れ
ば
、
司
馬
光
が
治
平
元
年
、
英
宗
皇
帝
に
『
歴
年
図
』
を
進
御
し
た
時
に
作
成
し
た
上
表
文
と
さ
れ
る

が
、
同
時
に
総
論
の
形
を
と
っ
た
一
大
君
主
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
司
馬
光
は
ま
ず
、

　
　
　
臣
聞
く
な
ら
く
、
商
書
に
曰
く
、
治
と
道
を
間
じ
く
す
れ
ば
興
ら
ざ
る
な
く
、
乱
と
事
を
同
じ
く
す
れ
ば
亡
び
ざ
る
な
し
。
終
始
、
豚
の
与
に
す
る
を

　
　
慎
め
ば
、
惟
れ
明
閣
の
后
な
り
、
と
。
（
中
略
）
蓋
し
言
う
こ
こ
ろ
は
治
乱
の
道
は
、
古
今
一
も
て
貫
く
。
歴
年
の
期
、
惟
れ
徳
を
ば
是
れ
視
す
の
み
、

　
　
と
。
（
中
略
）
三
王
の
前
は
詩
・
書
・
春
秋
に
見
ゆ
れ
ば
、
愚
臣
、
敢
て
は
復
た
言
わ
ず
。
今
、
戦
国
よ
り
以
来
、
周
の
顕
徳
に
至
る
、
凡
そ
小
大
の
国

　
　
の
治
乱
興
衰
す
る
所
以
の
遮
を
採
り
、
其
の
大
要
を
挙
げ
集
め
て
以
て
図
と
な
す
。
（
中
略
）
敢
て
再
拝
稽
首
し
て
舗
蕨
の
前
に
上
陳
す
。
庶
幾
く
は
観

　
　
聴
労
せ
ず
し
て
聞
見
掛
だ
博
く
、
善
の
法
と
な
す
べ
く
悪
も
戒
め
と
な
す
べ
く
、
古
よ
り
以
来
、
治
世
至
っ
て
寡
く
し
て
乱
世
至
っ
て
多
く
、
こ
れ
を
得

　
　
る
は
甚
だ
難
く
し
て
こ
れ
を
失
う
は
甚
だ
易
き
を
知
ら
ん
こ
と
を
、
と
。

と
い
い
、
と
く
に
戦
国
以
後
に
つ
い
て
、
過
去
の
歴
史
叙
述
、
多
く
は
紀
伝
体
史
か
ら
得
ら
れ
た
治
乱
の
様
相
、
国
家
興
亡
の
姿
を
簡
略
に
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

述
し
、
そ
こ
か
ら
勧
戒
の
法
則
を
抽
出
し
て
皇
帝
の
参
考
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
。

　
次
い
で
彼
は
「
国
の
治
乱
は
尽
く
人
主
に
あ
り
」
と
し
、
こ
の
前
提
か
ら
君
主
の
在
り
方
次
第
で
政
治
、
国
の
興
廃
が
左
右
さ
れ
る
と
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

人
君
の
道
、
人
君
の
徳
、
人
君
の
才
に
つ
い
て
論
ず
る
。
前
二
者
に
つ
い
て
は
既
に
仁
宗
皇
帝
に
進
献
し
た
「
陳
三
徳
上
殿
量
子
」
な
ど
で
も

触
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
持
論
に
な
っ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
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司
馬
光
に
よ
れ
ば
、
人
君
の
道
は
一
に
係
っ
て
用
人
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
に
人
を
用
い
る
か
に
あ
る
と
す
る
。
一
体
、
人
を
用
い
る
に
は

四
つ
の
原
則
が
あ
り
、
一
は
博
采
（
採
）
、
二
は
唐
詩
（
選
）
、
三
は
適
使
、
四
は
奪
任
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
多
様
な
人
材
を
で
き
る
だ
け
博
く
採

用
し
、
そ
の
中
か
ら
誠
実
な
も
の
を
精
選
し
、
適
所
に
任
用
し
、
職
務
に
専
任
す
る
。
そ
し
て
高
爵
厚
禄
で
精
勤
を
勧
め
、
厳
刑
重
訣
で
怠
慢

を
懲
し
め
る
の
が
人
慰
の
要
道
で
あ
る
、
と
す
る
。

　
更
に
入
君
の
徳
に
は
仁
と
明
と
武
の
三
徳
が
あ
り
、
仁
と
は
姪
煎
姑
息
の
謂
で
は
な
く
、
教
化
を
興
し
政
治
を
修
め
、
百
姓
を
養
い
万
物
を

利
し
て
然
る
後
に
仁
と
な
す
べ
き
で
あ
り
、
明
と
は
巧
講
苛
察
の
意
で
は
な
く
、
道
義
を
知
り
安
危
を
詰
り
、
賢
愚
を
別
ち
是
非
を
辮
じ
て
然

る
後
に
明
と
な
す
べ
き
で
あ
り
、
武
と
は
強
充
暴
戻
の
意
で
は
な
く
、
道
の
在
る
所
を
惟
い
之
を
断
ち
て
疑
わ
ず
、
姦
に
も
惑
わ
ず
倭
に
も
（
心

を
）
移
さ
ず
し
て
然
る
後
に
武
と
な
す
べ
き
で
あ
る
。
三
者
皆
な
備
わ
れ
ば
則
ち
国
は
強
く
、
一
を
関
け
ば
則
ち
衰
え
、
二
を
寒
け
ば
則
ち
危

う
く
、
皆
な
一
も
無
け
れ
ば
則
ち
亡
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
人
君
の
三
徳
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
要
す
る
に
三
徳
と
は
心
の
用
い
方
の
三
つ
の
方
向
で
あ
り
、
仁
は
広
く
育
成
・
建
設
に
向
け
ら
れ
る
積
極
性
、
明
は
物
事
を
弁
別
す
る
判
断

力
、
武
は
毅
然
た
る
実
行
力
に
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
梢
互
に
連
環
す
る
範
疇
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
そ
し
て
芝
露
の
才
に
つ
い
て
は
創
業
、
守
成
、
陵
夷
、
中
興
、
乱
世
の
五
才
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
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創
業
と
は
智
勇
、
一
時
に
冠
た
る
も
の
な
り
。
王
者
の
経
論
の
初
め
、
土
に
定
所
な
く
民
に
定
訳
な
し
。
英
雄
、
相
い
与
に
角
逐
し
て
之
を
争
う
。
（
中

略
）
故
に
智
勇
一
時
に
冠
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
能
く
天
下
を
一
に
す
る
な
し
。

　
守
成
と
は
中
細
よ
く
自
ら
認
む
る
も
の
な
り
。
（
中
略
）
必
ず
競
競
業
業
、
以
て
祖
考
の
法
度
を
奉
じ
、
弊
る
れ
ば
則
ち
之
を
補
い
、
傾
け
ば
則
ち
之

を
扶
け
、
者
老
を
し
て
歎
息
の
音
も
て
以
て
昔
日
の
楽
に
如
か
ず
と
な
す
こ
と
あ
ら
し
め
ず
、
然
る
後
に
之
を
能
く
守
成
と
謂
う
べ
し
。

　
陵
夷
と
は
中
風
自
ら
早
め
ざ
る
も
の
な
り
。
宴
安
に
習
い
怠
惰
に
楽
し
み
、
人
の
忠
邪
も
混
じ
て
分
た
ず
、
事
の
得
失
も
置
き
て
察
せ
ず
、
荷
に
目
前

の
扶
を
取
り
永
遠
の
患
を
思
わ
ず
。
日
、
復
た
｝
β
、
祖
考
の
業
を
し
て
丘
陵
の
勢
い
の
如
く
稽
や
く
頽
靡
し
下
ぎ
に
就
か
し
む
る
も
曾
て
自
ら
知
ら
ず
。

故
に
之
を
陵
夷
と
謂
う
な
り
。
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中
興
と
は
才
、
人
に
過
ぎ
て
善
く
自
ら
温
む
る
も
の
な
り
。
帝
王
の
子
孫
を
以
て
す
と
錐
も
、
能
く
小
人
の
鰻
難
を
知
り
群
下
の
情
偽
を
尽
く
す
。
其

の
才
、
固
よ
り
已
に
人
に
過
ぐ
。
又
能
く
身
を
勤
み
雪
意
し
、
賢
を
尊
び
道
を
求
む
。
善
を
見
れ
ば
剣
ち
遷
り
、
過
あ
れ
ば
則
ち
改
む
。
是
く
の
如
く
ん

ば
則
ち
乱
る
と
難
も
必
ず
治
ま
り
、
危
し
と
難
も
必
ず
安
ん
じ
、
已
に
衰
う
と
錐
も
必
ず
復
興
す
。

　
乱
塾
と
は
下
愚
、
移
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
心
、
徳
義
を
入
れ
ず
、
性
、
法
則
を
受
け
ず
。
道
を
舎
き
て
以
て
悪
に
届
き
、
礼
を
棄
て
て
以
て
欲

を
縦
し
い
ま
ま
に
す
。
誕
顕
者
用
い
ら
れ
、
正
直
者
諌
せ
ら
る
。
荒
淫
、
厭
く
こ
と
な
く
、
刑
殺
、
度
な
し
。
神
の
怒
り
も
顧
み
ず
民
の
怨
み
も
知
ら
ず
。

是
の
如
く
に
し
て
敵
国
あ
ら
ぱ
則
ち
敵
国
こ
れ
を
喪
ぼ
し
、
敵
国
な
け
れ
ば
則
ち
下
民
こ
れ
に
叛
す
。
禍
は
外
よ
り
来
た
ら
ず
必
ず
内
よ
り
興
る
な
り
。

此
れ
人
君
の
五
才
な
り
。

　
夫
れ
道
に
雲
影
あ
り
、
故
に
政
に
治
乱
あ
り
。
徳
に
高
下
あ
り
、
故
に
功
に
小
大
あ
り
。
才
に
忍
業
あ
り
、
故
に
世
に
興
衰
あ
り
。
上
は
生
民
の
初
め

よ
り
下
は
天
地
の
末
に
逮
ぶ
ま
で
、
国
家
を
有
つ
も
の
変
化
万
端
な
り
と
錐
も
是
に
外
な
ら
ず
。

と
。　

司
馬
光
は
英
宗
皇
帝
に
こ
の
書
を
献
上
す
る
に
当
り
、
過
去
の
君
主
を
五
種
類
に
類
型
化
し
て
提
示
し
、
そ
こ
か
ら
為
政
者
と
し
て
の
あ
る

べ
き
姿
を
汲
み
取
る
よ
う
暗
に
要
望
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
君
主
の
為
政
は
自
己
の
置
か
れ
た
政
治
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
に

し
て
も
、
為
政
者
と
し
て
の
政
治
的
自
覚
と
能
力
次
第
で
は
、
頽
勢
を
挽
回
し
て
国
を
再
び
隆
盛
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
逆
に
安

定
し
た
政
情
を
継
承
し
或
は
形
成
し
て
も
、
そ
の
後
の
君
主
の
政
治
姿
勢
如
何
で
は
陵
夷
し
た
り
乱
丁
に
陥
る
こ
と
に
も
な
る
、
と
い
う
指
摘

は
正
し
く
霜
主
に
対
す
る
激
励
と
も
戒
め
と
も
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
末
尾
の
条
で
歴
史
を
通
観
し
て
「
国
家
を
有
つ
も
の
変
化

万
端
な
り
と
錐
も
是
に
罪
な
ら
ず
」
と
い
う
の
を
見
れ
ば
、
こ
れ
は
司
馬
光
が
多
年
の
歴
史
研
究
か
ら
把
握
し
た
い
わ
ゆ
る
歴
史
の
法
則
で
あ

る
と
と
も
に
、
政
治
の
要
諦
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

　
こ
こ
で
は
読
者
を
皇
帝
に
措
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
創
業
・
守
成
・
陵
夷
・
中
興
・
二
二
は
為
政
者
の
才
に
帰
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、

こ
の
五
つ
の
過
程
は
寧
ろ
多
く
の
王
朝
史
か
ら
帰
納
し
た
王
朝
興
亡
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
司
馬
光
の
上
の
よ
う
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な
叙
述
の
目
的
を
考
慮
し
て
、
そ
の
意
味
づ
け
を
改
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
創
業
・
守
成
・
陵
夷
・
中
興
・
乱
亡
の
過
程
は
、
為
政
者
の
類

型
で
は
な
く
、
寧
ろ
政
治
の
、
或
は
歴
史
展
開
の
類
型
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
司
馬
光
は
王
朝
の
治
乱
を
君
主
の
才
能
と
政
治
姿
勢
に
帰
し
、
王
朝
史
の
展
開
を
霧
主
の
五
つ
の
才
、
す
な
わ
ち
創
業
・
守
成
・

陵
夷
・
中
興
・
乱
亡
で
把
ら
え
、
仁
・
明
・
武
の
三
徳
の
在
り
方
と
用
人
の
道
の
用
い
方
の
組
み
合
わ
せ
で
歴
史
展
開
を
見
よ
う
と
す
る
。
用

人
の
道
と
い
い
、
三
徳
と
い
い
、
五
才
と
い
う
君
主
の
在
り
方
の
諸
類
型
は
彼
の
歴
史
研
究
か
ら
得
た
範
疇
で
あ
り
、
こ
の
後
の
歴
史
叙
述
に

お
い
て
個
々
の
歴
史
事
象
に
対
す
る
彼
独
自
の
価
値
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
彼
の
歴
史
法
則
と
で
も
呼
び
得
る

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
後
序
の
叙
述
か
ら
『
歴
年
図
』
の
大
事
記
的
叙
述
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
司
馬
光
の
把
握
し
た
歴
史
法
則
を
序
文
と
し

て
も
つ
歴
史
叙
述
『
歴
年
図
』
は
歴
史
の
骨
格
と
そ
の
法
則
的
な
把
握
の
仕
方
を
示
し
た
政
治
の
参
考
書
と
い
う
意
味
合
い
の
も
の
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
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①
曹
家
瑛
「
『
資
治
通
鑑
』
編
修
考
」
（
『
文
史
』
第
五
輯
）
。
『
歴
年
図
』
を
『
資

　
治
通
鑑
』
の
成
立
過
程
の
中
に
位
置
づ
け
て
論
じ
た
の
は
、
恐
ら
く
曹
氏
が
最
初

　
で
あ
ろ
う
。
当
芸
は
前
者
を
後
者
の
綱
領
と
し
、
後
者
を
そ
の
綱
領
に
基
づ
い
て

　
叙
述
さ
れ
た
歴
史
叙
述
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。

②
「
司
馬
尊
公
行
状
」
（
『
蘇
職
文
集
』
巻
十
六
）
で
は
『
歴
年
図
』
七
巻
に
作
る
。

　
但
し
、
こ
こ
で
は
『
資
治
霊
鑑
』
も
現
行
の
二
九
四
巻
で
は
な
く
三
一
一
四
巻
と
し

　
て
お
り
、
若
干
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
『
歴
年
図
』
の
七
巻
に
つ
い
て
は

　
唐
・
五
代
史
の
部
分
は
他
の
巻
に
比
べ
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
き
、
こ
の
部
分
だ
け
で

　
も
少
な
く
と
も
三
巻
分
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
或
は
元
来
七
巻
で
あ
っ

　
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

③
　
「
記
歴
年
図
後
」
（
前
掲
）
で
は
、
「
光
陽
歳
読
史
、
墨
黒
文
繁
事
広
、
不
能
得

　
其
綱
要
。
又
諸
国
分
列
歳
時
、
先
後
参
差
不
斉
。
聖
上
采
共
和
以
来
、
下
詑
五
代
、

略
記
国
家
興
衰
大
　
、
集
為
愚
図
。
（
中
略
）
命
日
歴
年
図
。
其
墨
書
乱
無
法
、

聯
以
私
民
於
討
論
、
不
賞
品
布
於
宕
人
也
。
不
意
趙
露
華
魚
燈
於
版
伝
之
。
蜀
人

妻
山
令
孟
君
得
其
～
通
以
相
示
。
始
光
率
意
為
慰
書
、
荷
天
下
非
一
統
、
期
漫
以

一
碧
主
其
年
、
固
不
能
挽
型
正
閏
。
而
趙
君
乃
易
其
名
日
帝
統
、
非
光
志
也
。
趙

佐
幕
有
所
増
損
、
傍
変
遠
巻
秩
、
又
伝
写
多
脱
誤
。
二
恩
浅
隈
戯
書
、
既
不
可
掩
、

因
刊
正
使
復
其
旧
而
帰
之
」
と
い
う
が
、
『
歴
年
図
』
後
序
で
は
、
「
今
採
戦
国
以

来
至
芸
之
妻
田
、
凡
小
大
之
国
所
以
治
乱
興
衰
之
迩
、
挙
挙
大
要
、
集
以
為
図
。

毎
年
為
一
行
、
六
十
行
為
一
重
、
五
重
為
一
巻
。
其
天
下
離
婁
之
時
、
砲
眼
｝
國

盗
聴
於
上
、
而
以
朱
書
諸
国
之
君
及
其
元
鴬
語
於
其
下
、
従
而
数
諸
国
雪
年
、
則

皆
可
知
夷
。
（
中
略
）
右
周
威
烈
王
二
十
三
年
至
周
顕
徳
六
年
井
論
序
。
臣
於
英

宗
皇
帝
治
平
元
年
昂
進
歴
年
図
」
と
あ
り
、
大
幅
に
改
訂
し
た
上
、
序
文
を
附
し

て
英
宗
皇
帝
に
進
重
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。



④
　
『
歴
年
図
隔
後
序
（
前
掲
）
。
な
お
現
行
の
『
稽
古
録
』
で
は
一
年
の
記
事
を
一

　
行
で
ま
と
め
る
と
い
う
形
式
は
と
っ
て
い
な
い
し
、
朱
書
す
べ
き
部
分
も
墨
書
さ

　
れ
て
い
て
、
形
式
の
上
で
は
序
文
の
説
明
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

⑤
　
吉
書
時
「
稽
古
録
的
内
容
和
編
撰
終
点
」
（
『
史
学
史
研
究
』
一
九
八
三
年
第
三

　
期
）
。
吉
雷
時
期
に
よ
る
と
、
舟
屋
の
簡
単
明
確
さ
と
分
裂
割
拠
時
代
の
記
録
形

　
式
に
は
表
と
編
年
形
式
の
折
衷
的
性
格
が
窺
え
る
と
す
る
。

⑥
湖
北
崇
文
書
倉
本
『
稽
古
録
』
、
等
圧
令
『
稽
古
四
点
校
本
』
（
中
国
友
誼
出
版

　
公
司
、
　
～
九
八
七
年
刊
）
は
李
芸
に
作
る
。
こ
こ
で
は
吉
書
時
氏
の
点
出
（
『
稽

　
古
型
』
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
八
年
刊
）
に
従
い
羅
芸
に
改
む
。

⑦
偏
の
字
、
四
部
叢
刊
本
は
偏
に
作
る
が
、
王
亦
高
点
校
本
（
前
掲
）
は
偏
に
作

　
り
、
吉
書
時
点
校
本
（
前
掲
）
は
遍
に
作
る
。
今
は
王
亦
令
点
校
本
に
従
う
。

⑧
　
王
亦
令
『
稽
古
録
点
校
本
』
前
言
を
参
照
。

⑨
　
『
歴
年
図
』
後
序
で
ま
と
め
ら
れ
た
翼
主
論
、
歴
史
の
諸
類
型
が
紀
伝
体
史
を

　
基
礎
史
料
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
続
資
治
通
鑑
長
編
欝
巻
二
〇
八
、
治

　
平
三
年
夏
四
月
辛
丑
の
条
に
、
「
奏
臼
、
（
中
略
）
籍
見
紀
伝
理
体
、
文
字
繁
多
。

　
錐
以
衡
門
史
学
之
士
、
往
往
読
之
不
能
周
浜
。
況
於
帝
王
臼
有
万
幾
。
制
欲
遍
知

　
前
世
得
失
、
誠
難
中
易
。
縮
不
国
難
、
常
欲
上
竪
戦
国
、
下
至
五
代
、
正
史
之
外
、

　
労
采
他
書
、
凡
関
国
家
之
盛
衰
、
生
民
之
休
戚
、
善
可
為
法
、
悪
可
為
戒
、
帝
王

　
所
宜
知
者
、
略
依
左
氏
春
秋
伝
体
、
為
編
年
一
書
、
名
馬
通
志
」
と
あ
り
、
或
は

　
「
軍
資
治
通
諸
表
」
（
『
司
馬
文
正
公
伝
家
集
』
巻
十
七
）
の
、
「
悪
念
…
…
毎
患

　
遷
固
以
来
、
文
字
繁
多
。
自
布
衣
博
士
、
浮
野
箱
型
。
況
尊
人
主
日
有
万
機
。
何

　
暇
周
覧
。
臣
常
不
自
揆
、
欲
削
剛
冗
長
、
挙
撮
機
要
、
専
取
関
国
家
興
衰
、
繋
生

　
民
休
戚
、
二
選
為
法
、
当
主
為
戒
者
、
為
編
年
一
霞
。
使
先
後
章
倫
、
精
粗
不
雑
。

　
…
…
」
と
い
う
記
述
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑩
　
　
『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
』
巻
十
八
。

三
　
歴
史
叙
述
と
帝
王
学

『歴年図』と『通志』（稲葉）

　
と
こ
ろ
で
『
歴
年
図
』
後
序
で
ま
と
め
ら
れ
た
君
主
の
道
と
徳
と
才
、
或
は
慰
主
の
行
動
の
諸
類
型
、
歴
史
展
開
の
法
則
な
ど
に
つ
い
て
の

見
解
は
『
歴
年
図
』
提
出
以
後
も
司
馬
光
の
一
貫
し
た
思
考
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
続
け
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
神
慮
皇
帝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

崩
御
の
後
、
即
位
し
た
年
少
の
哲
宗
皇
帝
に
進
献
さ
れ
た
「
薫
修
心
治
国
之
要
笥
子
状
」
の
中
に
同
じ
範
疇
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

確
認
さ
れ
る
。
但
し
用
語
や
叙
述
の
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
哲
宗
の
、
君
主
の
心
得
と
し
て
、
よ
り
分
析
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
冒
頭
で
、

　
昔
、
仁
宗
皇
帝
、
臣
を
知
諌
院
に
擢
ん
ず
。
臣
初
め
て
上
殿
す
る
や
、
即
ち
言
わ
く
、
人
君
の
徳
に
三
あ
り
、
仁
と
患
い
、
明
と
日
い
、
武
と
日
う
。

致
治
の
道
に
三
あ
り
、
任
官
と
罠
い
、
信
賞
と
日
い
、
必
罰
と
日
う
、
と
。

　
円
宗
皇
帝
の
時
、
臣
曾
て
歴
年
図
を
進
む
。
其
後
序
に
言
う
、
人
君
の
道
は
一
に
し
て
其
の
徳
に
三
あ
り
、
と
。
其
の
志
も
亦
た
猶
お
仁
宗
に
事
う
る
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所
以
な
り
。

　
　
　
大
行
皇
帝
新
た
に
即
位
し
、
臣
を
擢
で
て
御
史
中
山
と
為
す
。
臣
初
め
て
上
殿
す
る
や
、
人
君
翻
心
治
国
の
要
を
言
う
。
其
の
志
も
亦
た
猶
お
英
宗
に

　
　
事
う
る
所
以
な
り
。

　
　
　
今
…
…
皇
帝
陛
下
新
た
に
大
統
を
承
く
、
（
中
略
）
臣
（
中
略
）
謹
ん
で
復
た
人
君
修
心
治
國
の
要
を
以
て
献
を
為
す
。
其
の
志
も
亦
た
猶
お
大
行
皇

　
　
帝
に
事
う
る
所
以
な
り
。

と
い
い
、
司
馬
光
が
こ
れ
ま
で
仕
え
た
仁
宗
、
英
領
、
神
路
と
同
じ
態
度
で
哲
宗
に
も
仕
え
る
所
以
を
表
明
し
た
後
に
、
歴
史
家
と
し
て
の
経

験
を
踏
ま
え
て
先
の
『
歴
年
図
』
で
用
い
た
範
癬
、
倫
理
的
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　
　
　
臣
、
古
今
の
行
事
を
歴
観
し
、
平
生
の
思
慮
を
端
尽
し
、
こ
れ
を
聖
賢
の
格
言
に
質
す
に
、
治
乱
安
危
存
亡
の
道
は
挙
げ
て
こ
こ
に
在
り
て
移
易
す
べ

　
　
か
ら
ず
。
こ
こ
を
以
て
区
区
に
首
め
に
累
朝
の
為
め
に
之
を
言
う
。
（
中
略
）

　
　
　
夫
れ
治
乱
安
危
存
亡
の
本
源
は
皆
な
人
君
の
心
に
在
り
。
仁
、
朔
、
武
は
内
に
出
つ
る
所
の
も
の
な
り
。
用
人
、
軍
功
、
豊
麗
は
外
に
施
す
所
の
も
の

　
　
な
り
。
内
に
出
つ
る
も
の
は
、
厚
あ
り
薄
あ
り
多
あ
り
寡
あ
り
と
錐
も
、
之
を
天
よ
り
稟
く
。
然
ら
ば
好
ん
で
学
べ
ば
則
ち
宜
し
く
従
う
べ
き
所
を
知
る
。

　
　
力
行
す
れ
ば
則
ち
光
美
日
に
新
た
な
り
。
外
に
施
す
も
の
は
、
之
を
施
し
て
当
れ
ば
則
ち
其
の
治
を
保
ち
其
の
安
き
を
保
ち
其
の
存
を
保
つ
。
姦
ら
ざ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
ば
則
ち
乱
に
至
り
危
に
至
り
亡
に
至
る
。
行
い
の
己
に
由
る
も
の
な
り
。

と
。
こ
こ
で
は
引
用
を
省
略
し
た
が
、
こ
れ
に
続
く
後
文
を
参
考
に
し
て
敷
術
す
る
と
、
す
な
わ
ち
仁
、
明
、
武
を
心
に
備
え
る
べ
き
徳
と
し
、

修
養
に
よ
っ
て
こ
の
三
徳
を
高
め
る
こ
と
が
為
政
に
お
け
る
至
明
・
至
公
の
態
度
を
養
成
す
る
結
果
と
も
な
る
。
こ
の
至
明
・
至
公
の
態
度
で

為
政
に
臨
む
時
、
用
人
、
す
な
わ
ち
人
事
に
、
ま
た
論
功
行
賞
に
お
け
る
信
賞
・
必
罰
に
そ
れ
ぞ
れ
至
当
な
成
果
が
齋
ら
さ
れ
、
国
家
（
王
朝
）

は
安
定
す
る
。
し
か
し
逆
に
君
主
が
努
力
を
怠
れ
ば
、
当
然
そ
の
修
養
の
程
度
に
対
応
し
て
為
政
に
も
大
き
な
差
異
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
混

乱
、
危
難
、
滅
亡
を
招
く
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
全
て
は
君
主
の
在
り
方
　
つ
に
係
っ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
議
論
を
見
る
と
、
司
馬
光
の
君
主
論
は
『
歴
年
図
』
後
序
か
ら
基
本
的
に
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
寧
ろ
益
々
整
備
さ
れ
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r歴年図』とr通志』（稲葉）

て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
『
歴
年
図
』
後
序
の
主
張
は
治
平
四
年
四
月
、
認
諾
崩
御
の
後
、
即
位
し
た
神
宗
皇
帝
に
献
上
さ
れ
た
「
作
中
丞
初

　
　
　
③

上
殿
割
子
」
に
も
伺
え
る
が
、
そ
の
十
八
年
後
、
元
豊
八
年
に
書
か
れ
た
「
進
修
心
治
国
之
要
割
子
」
に
も
、
上
の
よ
う
に
略
ぽ
同
じ
形
で
展

開
さ
れ
て
い
る
。
『
資
治
通
雲
』
は
元
豊
七
年
に
最
後
の
部
分
、
党
紀
八
一
巻
と
後
梁
紀
六
巻
、
後
唐
紀
八
巻
、
後
晋
紀
六
巻
、
後
野
島
四
巻
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
周
紀
五
巻
が
完
成
し
、
進
塁
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
『
歴
年
図
』
後
序
と
「
財
嚢
心
治
国
之
要
割
子
」

の
間
に
介
在
す
る
時
期
、
す
な
わ
ち
『
資
治
通
鑑
』
の
編
修
の
期
間
に
お
い
て
も
司
馬
光
の
君
主
論
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
『
資
治
通
鑑
』
執
筆
中
も
同
じ
態
度
を
堅
持
し
続
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
『
資
治
通
鑑
』
に
は
こ
の
窟

主
論
が
全
巻
に
亘
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
皇
帝
と
し
て
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
態
度
・
心
得
が
客
観
的

な
歴
史
事
象
と
評
論
を
通
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
資
治
通
鑑
』
が
い
わ
ゆ
る
帝
王
学
の
書
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
宋
朝
の
皇
帝
た
ち
を
念
頭
に
し
て
書
か
れ
た
為
政
の
参
考
書
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
も
改
め
て
確
認
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

①
　
　
『
温
国
文
正
司
自
公
文
集
』
巻
四
六
。

②
　
こ
の
条
の
原
文
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
虚
無
観
古
今
之
行
事
、
端
尽
平
生
之

　
思
慮
、
質
諸
聖
賢
之
格
言
、
治
乱
安
危
存
亡
全
道
、
挙
在
於
是
不
可
移
易
。
是
以

　
区
区
首
為
累
朝
言
之
。
λ
中
略
）
夫
治
乱
安
危
存
亡
之
本
源
、
皆
無
人
君
之
心
。

　
仁
、
明
、
武
、
所
出
於
内
者
也
。
用
人
、
賞
功
、
罰
罪
、
所
施
雲
外
者
也
。
出
於

　
内
者
、
卓
論
厚
面
薄
、
有
多
有
寡
、
稟
墨
堤
天
。
然
好
学
則
知
所
宜
従
、
力
行
則

　
光
美
日
新
英
。
垂
葉
外
者
、
施
目
当
則
保
長
治
保
其
安
保
其
存
。
不
当
則
至
於
乱
、

四

『
歴
年
図
』
と
『
通
志
』

i
む
す
び
に
か
え
て
一

　
至
於
危
、
至
於
亡
、
行
之
由
己
並
製
。
所
以
造
立
、
在
於
分
明
。
所
以
能
明
、
在

　
於
至
公
。
是
以
明
君
善
用
人
者
、
博
訪
義
挙
、
抜
懸
命
尤
」
と
。

③
『
半
国
文
正
司
馬
公
文
集
』
巻
三
六
。

④
　
甚
深
瑛
「
《
資
治
通
鑑
》
編
修
考
」
（
前
掲
）
参
照
。
な
お
、
完
成
・
進
呈
の
時

　
期
に
つ
い
て
は
『
資
治
逓
鑑
』
附
載
の
「
進
書
表
」
に
、
「
臣
光
言
、
先
奉
敷
編

　
集
歴
代
君
臣
緊
結
、
又
奉
遷
賜
名
瀬
治
通
鑑
、
今
已
了
誉
者
。
（
中
略
）
謹
奉
表

陳
進
三
章
。
（
中
略
）
元
豊
七
年
十
一
月
進
呈
」
と
あ
る
。

司
馬
光
は
、
宝
元
元
年
（
一
〇
三
八
）
、
二
十
歳
の
時
、
科
挙
に
甲
寵
し
て
首
魁
郎
・
肥
州
判
官
に
任
官
七
た
が
、
そ
の
翌
年
に
母
を
ハ
そ
の
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二
年
後
に
は
父
を
失
い
、
五
年
の
喪
に
服
し
た
。
そ
し
て
両
親
の
喪
が
明
け
る
と
と
も
に
官
界
に
復
帰
し
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
か
ら
得
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

成
果
を
続
々
と
歴
史
評
論
の
形
で
発
表
す
る
一
方
、
『
易
』
や
『
太
玄
経
』
、
或
は
『
潜
虚
』
の
よ
う
な
理
論
的
な
学
問
に
も
取
り
組
ん
で
、
歴

史
の
合
理
的
な
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
過
去
の
歴
史
事
象
に
対
す
る
独
自
の
認
識
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
も
の
ら
し
い
。
『
歴
年
図
』
後
序
や
『
通
志
』
の
議
論
に
は
そ
う
し
た
彼
の
欝
憤
の
成
果
が
伺
わ
れ
る
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
撰
述
さ
れ
た
正
史
、
紀
伝
体
史
の
数
量
は
一
千
五
百
巻
に
上
り
、
読
書
人
が
こ
れ
ら
を
読
み
通
す
こ
と
は
当
時

に
お
い
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
数
量
に
圧
倒
さ
れ
て
紀
伝
体
史
を
読
む
こ
と
を
厭
う
風
潮
さ
え
生
ま
れ
、
い

わ
ば
歴
史
離
れ
が
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
世
相
に
司
馬
光
は
、
や
が
て
は
歴
史
そ
の
も
の
が
滅
び
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
機
感
を
懐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

く
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
、
宋
朝
の
皇
帝
た
ち
の
中
に
は
、
太
祖
の
「
帝
王
の
子
は
治
乱
の
大
体
を
知
る
べ
し
」
と
い
う
家
訓
を
承
け
て
、

太
宗
、
真
宗
、
仁
宗
、
英
宗
の
よ
う
に
、
学
問
で
も
、
と
く
に
歴
史
の
好
き
な
皇
帝
が
輩
出
し
、
皇
帝
の
命
令
で
こ
れ
ま
で
に
も
『
太
平
御
覧
』
、

『
太
平
広
記
』
、
『
文
苑
英
華
』
、
『
冊
府
元
亀
』
な
ど
、
大
部
な
類
書
が
編
纂
さ
れ
て
皇
帝
の
教
養
の
資
と
し
た
り
し
た
。
慶
暦
以
後
は
学
風
が

変
化
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
皇
帝
た
ち
の
学
問
的
な
要
請
に
応
え
る
た
め
に
も
、
大
量
の
歴
史
叙
述
を
よ
り
簡
明
な
形
に
ま
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

め
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
論
評
元
年
以
来
、
照
臨
と
歴
史
学
の
諸
問
題
に
つ
い
て
討
論
を
重
ね
て
い
た
が
、
既
に
紀
伝
体
史
と
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

年
体
史
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
、
葡
悦
の
『
前
漢
紀
』
の
叙
述
方
法
の
分
析
を
通
し
て
、
紀
伝
体
史
の
繁
忙
な
叙
述
を
克
服
す
る

術
を
も
習
得
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
過
去
の
歴
史
叙
述
を
簡
明
で
充
実
し
た
も
の
に
ま
と
め
る
に
は
、
紀
伝
体
形
式
よ
り
も
編
年
体

形
式
の
方
が
有
効
で
あ
る
、
と
の
認
識
に
達
し
て
い
た
。

　
司
馬
光
が
編
年
体
史
を
撰
択
し
た
背
景
に
は
当
時
の
春
秋
学
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
立
代
の
春
秋
学
が
中

唐
の
啖
助
・
趙
匡
・
陸
淳
三
氏
の
学
燈
を
継
ぎ
、
旧
来
の
注
疏
の
学
に
拘
わ
れ
ず
、
独
自
の
経
世
済
民
的
な
立
揚
か
ら
議
論
を
展
開
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
驚
顔
の
『
春
秋
尊
王
発
微
』
は
旧
三
六
と
は
異
な
っ
て
、
開
巻
勢
頭
、
隠
公
元
年
の
条
か
ら
、
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『歴年図』と『通志』（稲葉）

　
　
　
孔
子
の
春
秋
を
作
る
や
、
天
下
に
王
な
き
を
以
て
作
る
な
り
。
隠
公
の
為
に
作
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
（
巻
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
始
ま
る
、
堂
々
た
る
大
義
名
分
論
を
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
な
春
秋
学
の
在
り
方
は
当
時
の
知
識
人
た
ち
に
強
い
感
銘
を
与
え
『
春
秋
』
研

究
流
行
の
導
火
線
と
な
っ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
司
馬
光
が
『
春
秋
』
の
後
を
継
ぎ
編
年
体
史
を
叙
述
し
よ
う
と
志
し
た
の
も
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

時
の
学
風
の
影
響
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
『
通
志
』
冒
頭
の
有
名
な
大
義
名
分
論
も
孫
復
の
議
論
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

で
き
よ
う

　
忠
恕
に
よ
る
と
、
司
馬
光
は
既
に
嘉
祐
中
に
は
三
晋
の
分
割
か
ら
五
代
末
に
至
る
編
年
体
史
を
撰
述
し
た
い
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
い
た
と

　
⑨

い
う
か
ら
、
共
和
年
間
か
ら
叙
述
さ
れ
て
い
た
原
『
歴
年
図
』
の
作
成
時
期
は
嘉
祐
以
前
に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
望
地
、
無
断
出
版

さ
れ
た
の
を
機
に
、
彼
は
叙
述
の
体
例
を
整
備
し
て
徹
底
的
に
書
き
改
め
、
歴
史
研
究
の
成
果
と
も
い
う
べ
き
序
文
を
附
し
て
こ
れ
を
英
宗
皇

帝
に
献
上
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
歴
年
図
』
を
提
出
し
て
二
年
後
の
治
平
三
年
（
一
〇
六
六
）
正
月
十
三
日
、
司
馬
光
は
『
通
志
』
八
巻
を
「
進
通
志
表
」
と
と
も
に
英

宗
皇
帝
に
献
上
し
た
。
こ
の
『
通
志
』
こ
そ
は
『
歴
年
図
』
冒
頭
の
威
烈
王
二
十
三
年
に
始
ま
り
秦
二
世
三
年
に
至
る
編
年
体
の
歴
史
叙
述
、

す
な
わ
ち
後
に
『
資
治
通
鑑
』
の
名
で
呼
ば
れ
る
歴
史
叙
述
の
冠
首
で
あ
り
、
『
歴
年
図
』
で
提
示
し
た
大
事
記
の
一
部
に
詳
細
な
内
実
を
与
え

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
紀
伝
体
史
の
研
究
か
ら
得
た
歴
史
の
パ
タ
ー
ン
を
ば
、
　
一
旦
、
『
歴
年
図
』
後
序
に
お
い
て
類
型

的
に
整
理
し
、
次
い
で
『
通
志
』
八
巻
と
い
う
編
年
体
史
の
叙
述
の
中
に
敷
術
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
『
資
治
通
鑑
』
の
全
巻
に
展
開
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
両
者
の
叙
述
内
容
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
歴
史
事
象
に
若
干
出
入
り
は
あ
る
が
、
『
通
志
』
に
先
ん
じ
て
そ
の
概
要
を

皇
帝
に
献
上
し
た
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
こ
の
『
歴
年
図
』
は
『
通
志
』
（
或
は
『
資
治
明
鑑
』
）
の
い
わ
ぼ
見
取
り
図
、
或
は
プ
ラ
ン
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

位
置
づ
け
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
通
志
』
八
巻
は
基
本
的
に
は
『
歴
年
図
』
の
見
取
り
図
の
上
に
作
成
さ
れ
た
歴
史
叙
述
で
あ
る
と
い

っ
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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し
が
し
な
が
ら
両
者
は
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
各
々
別
個
の
著
述
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
の
目
的
に
相
異

の
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
後
に
『
歴
年
図
』
の
前
後
が
補
充
さ
れ
て
『
稽
古
録
』
に
改
め
ら
れ
、
上
古
以
来
、
同
時
代
に
至
る
大
事
記

と
な
っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
歴
年
図
』
が
歴
史
の
概
要
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
に
対
し
て
、
『
通
志
』
は
寧
ろ
個
々
の
歴

史
事
象
、
為
政
者
の
行
動
の
意
味
づ
け
に
力
点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
は
後
者
の
詳
細
に
触
れ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
一
端
は
次
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
資
治
通
鑑
』
冒
頭
の
か
の
有
名
な
大
義
名
分
論
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、

　
　
　
痺
れ
礼
は
貴
賎
を
辮
じ
行
替
を
序
し
許
物
を
裁
ち
庶
事
を
制
す
。
名
に
あ
ら
ざ
れ
ば
著
わ
れ
ず
、
器
に
あ
ら
ざ
れ
ぼ
形
わ
れ
ず
。
名
も
て
以
て
之
を
命

　
　
け
、
器
も
て
以
て
之
を
別
つ
。
然
る
後
に
上
下
簗
然
と
し
て
倫
あ
り
。
此
れ
礼
の
大
経
な
り
。

と
い
い
、
礼
こ
そ
は
社
会
秩
序
の
最
も
基
本
で
あ
り
、
こ
れ
を
司
る
君
主
・
為
政
者
の
運
用
の
在
り
方
次
第
で
政
治
に
有
効
に
生
か
す
か
否
か

が
決
定
さ
れ
る
。
さ
れ
ば
そ
の
運
用
の
不
適
切
な
も
の
に
つ
い
て
、
或
は
そ
の
こ
と
に
関
す
る
君
主
の
個
々
の
慎
重
さ
を
欠
い
た
行
動
に
つ
い

て
批
判
を
加
え
る
の
が
『
亀
鑑
』
撰
述
の
目
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
し
て
意
味
を
開
示
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
る
の

が
司
馬
光
の
評
論
で
あ
っ
た
。
『
通
鑑
』
撰
述
の
今
一
つ
の
目
的
は
、
同
じ
く
冒
頭
の
大
義
名
分
論
に
、

　
　
　
夫
れ
事
に
未
だ
微
に
生
じ
て
著
に
成
ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ず
。
聖
人
の
慮
り
遠
し
。
故
に
能
く
其
の
微
を
謹
み
て
之
を
霞
む
。
衆
人
の
識
は
近
し
。
故
に

　
　
必
ず
其
の
著
を
待
ち
て
後
に
之
を
救
う
。
其
の
微
を
潜
む
れ
ば
、
則
ち
力
を
掬
う
る
こ
と
纂
な
く
し
て
功
多
し
。
其
の
著
を
救
わ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
カ

　
　
を
蜴
す
も
及
ぶ
能
わ
ざ
る
な
り
。
易
に
粘
く
「
霜
を
白
ん
で
堅
氷
至
る
」
と
。
書
に
闘
く
「
～
属
二
日
万
幾
あ
り
」
と
。
此
の
類
を
謂
う
な
り
。

と
い
い
、
初
め
は
項
細
な
事
件
が
後
に
大
事
に
発
展
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
墳
事
に
も
注
意
を
怠
ら
な
い
よ
う
主
張
す
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
環
細
な
歴
史
事
象
の
一
つ
一
つ
に
意
味
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
開
示
す
る
こ
と
も
そ
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
目

的
は
勿
論
、
別
個
の
も
の
で
は
な
く
相
互
に
連
環
す
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
事
象
を
構
成
す
る
署
主
の
個
々
の
行
動
を
礼
の
基
準
に
照
ら
し
て

批
判
し
大
事
に
至
ら
せ
な
い
よ
う
に
善
導
す
る
の
が
彼
の
叙
述
の
狙
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
れ
を
通
し
て
類
似
の
歴
史
事
件
か
ら
暦
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主
に
教
訓
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
『
通
鑑
』
冒
頭
の
評
論
の
中
に
は
上
の
よ
う
な
司
馬
光
の
歴
史
叙
述
の
立
場
が
歴
史
事

象
の
評
論
の
形
を
借
り
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
『
歴
年
図
』
と
『
通
鑑
』
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
著
述
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
前
者
の
叙
述
は

い
わ
ゆ
る
見
取
り
図
と
し
て
提
出
さ
れ
、
後
者
は
そ
の
具
体
的
な
歴
史
叙
述
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
評
論
に
つ
い

て
い
え
ば
、
前
者
は
個
々
の
国
ま
た
は
王
朝
の
大
局
的
な
概
評
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
一
方
で
は
君
主
の
言
動
の
一
つ
一
つ
の
意
味
、

個
々
の
歴
史
事
象
の
も
つ
意
味
を
揃
う
と
と
も
に
、
他
方
、
そ
れ
が
大
義
名
分
、
或
は
礼
の
見
地
か
ら
如
何
に
判
断
さ
れ
得
る
か
、
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

『歴年図』と『通志』（稲葉）

　
か
く
し
て
治
平
三
年
四
月
辛
丑
（
十
八
日
）
、
司
馬
光
は
、
『
通
志
』
八
巻
を
通
覧
し
た
密
宗
皇
帝
か
ら
招
喚
さ
れ
、
そ
の
続
編
と
し
て
「
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

代
君
臣
の
事
　
」
を
編
む
よ
う
特
別
の
要
請
を
受
け
た
。
こ
の
命
令
こ
そ
古
今
の
名
著
『
資
治
通
鑑
』
編
纂
へ
の
要
請
で
あ
り
、
そ
の
後
の
司

馬
光
の
全
精
力
を
こ
れ
に
傾
注
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
二
年
前
に
提
出
さ
れ
て
い
た
『
歴
年
図
』
の
歴
史
叙
述
の
プ
ラ
ン

に
目
を
通
し
て
い
た
皇
帝
は
、
そ
の
金
隠
の
具
体
的
な
歴
史
叙
述
に
相
当
す
る
『
通
志
』
八
巻
を
通
覧
し
て
、
そ
の
後
に
続
く
で
あ
ろ
う
前
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

以
後
、
五
代
末
ま
で
の
歴
史
叙
述
の
全
貌
を
予
見
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
英
宗
皇
帝
は
、
か
つ
て
真
宗
皇
帝
の
時
代
に
「
歴
代
翼
臣
の
事
　
」
な
る
テ
ー
マ
の
下
に
編
纂
さ
れ
た
『
冊
府
元
亀
』
の
、
歴
史
事
実
の
み

羅
列
さ
れ
て
一
家
言
の
な
い
無
味
乾
燥
な
記
録
を
想
起
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
仁
全
期
に
盛
ん
に
な
っ
た
春
秋
学
の
影
響
の
下
で
教
育
を
受

け
た
皇
帝
は
、
『
通
志
』
の
叙
述
に
春
秋
学
の
主
張
に
通
ず
る
も
の
を
見
出
し
、
改
め
て
司
馬
光
の
歴
史
叙
述
に
「
歴
代
君
臣
の
事
迩
」
な
る

テ
；
マ
を
与
え
、
そ
こ
に
一
貫
し
た
一
家
言
を
期
待
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
司
馬
光
の
希
望
を
容
れ
て
修
史
局
を
開
き
、
助
手
を
つ

け
、
編
修
を
全
面
的
に
支
援
し
た
の
で
あ
る
。
恩
義
に
感
じ
た
司
馬
光
が
、
そ
の
後
の
十
九
年
聞
、
こ
の
歴
史
叙
述
に
全
精
力
を
傾
け
て
こ
れ

を
完
成
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
完
成
後
の
『
通
志
（
資
治
三
斜
）
』
の
全
体
像
を
頭
に
描
き
つ
つ
、
編
修
を
全
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面
的
に
支
援
し
た
英
宗
の
英
断
は
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
尤
も
英
宗
は
翌
治
平
四
年
正
月
に
崩
御
し
、
そ
の
後
即
位
し
た
神
宗
皇
帝
も
、
即
位
早
々
、
ま
だ
朱
完
成
の
司
馬
光
の
歴
史
叙
述
に
資
治
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

鑑
の
名
を
与
え
、
編
修
を
保
障
し
激
励
は
し
た
も
の
の
、
そ
の
治
下
で
の
新
法
の
施
行
を
め
ぐ
る
激
し
い
対
立
の
煽
り
を
受
け
て
、
修
史
局
の

様
相
も
一
変
し
、
司
馬
光
は
西
京
の
洛
陽
に
移
り
編
修
作
業
に
従
事
す
る
の
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
情
お
よ
び
『
資
治
通
鑑
』
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の
分
析
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

①
　
司
馬
光
は
、
「
進
資
治
逓
鑑
表
」
で
「
臣
の
精
力
は
こ
の
番
に
尽
く
」
と
述
べ
た

　
と
こ
ろ
が
ら
、
一
部
の
人
々
に
は
『
資
治
通
鑑
』
以
外
の
著
述
を
残
さ
な
か
っ
た

　
か
の
よ
う
に
誤
解
…
さ
れ
て
い
る
が
、
多
方
面
に
亘
り
多
く
の
著
書
を
残
し
て
い
る

　
こ
と
は
改
め
て
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
『
易
説
』
一
二
巻
、
『
集

　
註
太
玄
経
』
六
巻
の
外
、
『
道
徳
真
経
論
』
四
巻
、
『
潜
虚
』
一
巻
な
ど
の
著
述
が

　
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
形
而
上
学
的
な
方
面
に
も
考
察
の
手
を
拡
げ
、
理
論
的
に
事

　
象
を
把
握
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

②
　
採
薪
『
資
治
通
鑑
外
紀
』
引
（
前
掲
）
。

③
司
馬
光
『
滋
水
記
聞
』
巻
一
に
は
、
太
祖
の
訓
戒
と
し
て
、
「
太
祖
謂
秦
王
侍

　
嘉
日
、
帝
王
之
子
、
当
務
読
経
書
、
知
治
乱
之
大
体
。
不
必
学
作
文
章
、
無
所
用

　
也
」
と
い
う
言
葉
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
が
『
西
水
記
聞
』
に
記
録
さ

　
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
朱
朝
の
皇
帝
た
ち
に
対
す
る
教
え
で
あ
る
と
と
も
に
、

　
司
馬
光
を
歴
史
叙
述
の
執
筆
に
駆
り
立
て
た
内
面
的
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と

　
を
推
測
さ
せ
る
。

④
劉
恕
『
資
治
通
鑑
外
紀
』
引
（
前
掲
）
。

⑤
　
同
上
。

⑥
諸
橋
轍
次
『
儒
学
の
目
的
と
宋
儒
の
活
動
山
（
前
掲
）
お
よ
び
樹
蜂
新
「
宋
儒
春

　
秋
尊
王
発
微
的
要
義
与
其
政
治
思
想
」
（
前
掲
）
。

⑦
　
王
東
「
常
代
史
学
与
《
春
秋
》
経
学
一
飛
論
宋
代
史
学
的
理
学
化
趨
勢
一
」
（
前

　
掲
）
。

⑧
費
貴
意
「
《
春
秋
》
軸
側
北
宋
史
学
」
（
前
掲
）
。

⑨
『
贅
治
通
鑑
外
紀
』
引
（
前
掲
）
。

⑩
曹
二
黒
「
『
資
治
夢
中
』
編
修
考
」
（
前
掲
）
は
、
先
述
の
よ
う
に
『
歴
年
図
』

　
の
叙
述
を
『
通
鑑
』
の
綱
傾
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
し
か
し
綱
領
と
は
若

　
干
性
格
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宋
術
申
氏
（
『
司
馬
光
伝
』
北
京
轟
版
社
、

　
一
九
九
〇
年
刊
、
四
〇
六
頁
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
に
別
に
著
わ
し
た
『
資

　
治
通
鑑
目
録
』
こ
そ
が
そ
れ
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
プ
ラ
ン
か
或
は
見
取

　
り
図
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
歴
年
図
』
の
叙
述
が
『
通
日
』
の
綱
領
に
相

　
当
す
る
の
は
精
々
『
通
志
』
八
巻
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
は
皇
帝
の
要
請
に

　
も
応
え
ね
ば
な
ら
ず
、
助
手
・
協
力
者
た
ち
の
意
見
も
入
り
、
写
影
文
献
の
範
隣

　
も
拡
が
り
、
自
ら
叙
述
内
容
に
も
相
異
を
来
た
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
通
志
』
は
司
馬
光
の
「
進
通
志
表
」
に
よ
れ
ば
、
「
臣
に
先
に
述
べ
し
通
志
八
巻

　
あ
り
」
と
い
っ
て
お
り
、
治
平
三
年
か
ら
若
干
潮
る
時
期
に
完
成
し
て
い
た
の
で

　
あ
ろ
う
。
或
は
『
歴
年
図
』
の
作
成
後
間
も
な
く
着
手
さ
れ
完
成
し
て
い
た
の
で

　
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑪
　
　
『
続
資
治
通
事
長
編
』
巻
二
〇
八
、
治
平
一
二
年
夏
四
月
辛
丑
の
条
に
は
、
「
命

　
龍
図
閣
直
学
士
兼
侍
講
司
馬
光
編
歴
代
君
臣
事
歴
」
と
見
え
る
。

⑫
　
同
じ
く
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
〇
入
、
同
条
に
は
「
歴
代
君
臣
籍
迩
」
を



編
む
よ
う
命
じ
た
記
録
に
続
け
て
、
光
の
上
奏
文
を
載
せ
、
「
…
…
頃
臣
曾
以
戦

国
時
八
巻
上
進
、
幸
雑
器
覧
。
今
所
奉
詔
旨
、
未
審
令
臣
続
成
慰
書
、
或
溺
有
編

集
。
若
続
壁
書
、
裏
写
亦
以
通
志
贈
名
。
其
書
上
下
貫
穿
千
余
載
、
固
非
愚
臣
所

能
独
修
。
伏
見
翁
源
県
令
広
南
西
路
経
略
安
撫
司
勾
当
公
器
劉
恕
・
将
作
図
主
簿

載
量
錫
、
皆
習
史
学
、
為
衆
所
推
。
欲
望
特
車
二
人
黒
字
同
修
、
正
使
早
得
成
書
、

不
至
疏
略
偏
と
い
う
。
こ
の
引
用
文
の
初
め
の
と
こ
ろ
が
ら
も
、
皇
帝
自
ら
積
極

的
に
こ
の
書
に
目
を
通
し
、
光
に
続
編
を
書
く
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

⑬
『
宋
史
』
本
紀
第
十
四
、
神
宗
一
に
、
「
（
治
平
四
年
冬
十
月
）
甲
寅
、
製
資
治

　
通
鑑
序
論
司
馬
光
」
と
あ
り
、
『
資
治
通
鑑
』
の
巻
頭
を
飾
る
神
宗
皇
帝
御
製
の
序

　
文
に
は
、
「
…
…
若
稽
古
下
堀
、
留
神
準
準
、
万
機
之
下
、
未
嘗
廃
藩
。
嘗
命
龍

　
図
閣
直
学
士
司
馬
光
瓢
湖
歴
代
君
臣
事
　
、
偉
世
運
閣
緩
閲
、
給
吏
史
簑
札
、
起

　
周
威
烈
王
、
溝
鼠
五
代
。
（
中
略
）
故
四
輪
書
名
日
資
治
通
鑑
、
以
著
朕
之
志
焉

　
耳
」
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
　
生

r歴年図』とr通志S（稲葉）
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On　Ssu－ma　Kuang　司，馬1光’s　the　Li－nien－tu

　　　　　歴年図and　the　T‘un．a－chih通志

by

INABA　lchiro

　　There　were　nearly　1500　volumes　of　the　histories　in　the　Chi・Ch‘uan紀

伝forエn三n　China　in　Ssu・ma　lくuang’s　time　mainly　due　to　the　many

redactions　produced　between　the　T‘ang　唐　and　Northern　Sung　北朱i

periods．

　　Ssu－ma　Kuang，　aware　of　the　importance　of　the　burgeoning　interest　in

the　Chun－ch‘脇春秋。　summarized　the　contents　of　these　h三stories　and

compiled　them　into　a　chronicle　called　the　Tzzt－chih－t‘ung－chien資治通鑑．

｝lis　purpose　was　to　get　busy　emperors　to　1earn　Chinese　history　easily．

　　Before　compiling　the　chronicle，　he　had　written　the　Li－nien－tz｛　to　be

complement　his　curriculum．

　　The．Li－nien．tzt，　which　is　now　gathered　into　the　Chi．ん％一重稽古録from

volume　11　to　volume　16，　was　originally　written　as　an　independent　work．

　　The　contents　fro］皿volu】ne　ll　to　volume　15　consist　of　concise　records

of　many　matters　of　grave　concerエ1　and　his　reviews　of　each　dynasty．

The　contents　of　volume　16，　in　the　seyle　of　the　preface，　are　Ssu－ma

Kuang’s　review　of　monarchs　and　laws　or　categories　of　the　history　which

he　had　grasped　through　the　researches　of　many　histories　in　the　Chi－

Ch‘uan　form．

　　These　results　were　developed　into　tlte　T‘ung－chih，　specifically，　the

Tzzt－chih－t‘ztng－chien．

The　Use　of　｝lorses　and　the　Transition　of　the

　　　Malei（牧）一system　in　the　Ancient　State

by

YosmKAwA　Toshiko

In　order　to　better　understand　the　reasons　for　the　transition　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6e6）




