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三
贔
先
生
還
暦
記
念

日
鮮
古
史
選
考

　
本
書
は
こ
の
七
月
還
暦
の
賀
寿
を
迎
え
ら
れ
た
三

品
彰
英
博
士
を
お
祝
い
し
て
、
博
士
と
平
素
近
し
い

闘
柄
に
あ
る
方
々
が
博
士
に
献
呈
さ
れ
た
論
丈
集

で
、
と
く
に
朝
鮮
学
会
の
好
意
に
よ
つ
て
『
朝
鮮
学

報
』
第
二
圏
号
が
そ
れ
に
充
て
ら
れ
、
そ
の
測
刷
と

し
て
本
書
が
発
刊
さ
れ
た
。

　
朝
鮮
史
の
研
究
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
勿
論
、

日
末
史
の
立
場
か
ら
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
に
霞
本
の
古
代
史

の
解
関
に
は
、
楽
浪
・
帯
方
郡
治
に
つ
づ
く
百
済
・

新
羅
・
高
句
麗
に
つ
い
て
の
充
分
な
理
解
が
そ
の
前

提
と
し
て
是
非
必
要
で
あ
る
。
遣
階
使
・
遣
唐
使
が

往
来
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
大
陸
文
化
は
直

接
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
も
つ

ば
ら
三
国
を
経
由
し
て
日
本
に
渡
来
し
た
。
従
っ
て

古
代
の
日
本
は
政
治
的
・
社
会
的
・
文
化
的
、
い
ず

れ
の
面
に
お
い
て
も
三
豊
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

し
か
し
筆
者
自
身
が
そ
う
で
あ
る
た
め
の
偏
児
か
も

知
れ
な
い
が
、
最
近
の
日
本
古
代
史
家
は
、
右
の
癌

明
の
事
実
を
充
分
に
承
知
し
な
が
ら
も
、
古
代
朝
鮮

に
つ
い
て
深
く
探
究
し
よ
う
と
い
う
意
欲
に
は
欠
け

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
戦
後
に
お
け

る
朝
鮮
そ
の
も
の
の
政
治
的
変
化
、
つ
ま
り
現
実
的

な
日
高
の
麦
配
か
ら
の
独
立
が
、
学
問
の
上
で
も
賢

本
史
の
領
域
か
ら
朝
鮮
に
関
す
る
研
究
を
敬
遠
し
て

も
よ
い
と
い
5
よ
う
な
錯
覚
を
惹
き
起
し
た
か
ら
か

も
．
知
れ
な
い
。
確
か
に
こ
の
方
顧
の
研
究
に
従
事
す

る
若
い
研
究
者
が
近
ご
ろ
乏
し
く
な
っ
て
き
た
の
は

事
実
で
あ
る
。
多
年
朝
鮮
史
の
研
究
に
心
血
を
そ
そ

ぎ
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
来
ら
れ
た
三

品
博
士
は
早
く
こ
の
傾
向
に
気
付
い
て
、
そ
の
学
問

の
将
来
に
深
い
憂
慮
を
い
だ
き
、
そ
の
打
開
に
志
さ

れ
た
。
本
書
の
巻
末
に
そ
の
活
動
状
況
が
報
ぜ
ら
れ

て
い
る
朝
鮮
研
究
会
・
三
国
遣
事
研
究
会
・
製
本
書

紀
研
究
会
の
三
研
究
会
は
い
ず
れ
も
博
士
の
そ
う
い

う
配
慮
の
も
と
に
発
足
し
た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
会

で
も
自
ら
が
卒
濃
し
て
鷲
い
研
究
者
の
誘
披
に
当
っ

て
お
ら
れ
る
。
博
士
は
鼠
殺
寒
害
さ
れ
た
大
阪
市
立

博
物
館
の
初
代
館
長
の
要
職
に
あ
っ
て
、
そ
の
方
面

の
仕
事
に
も
極
め
て
多
忙
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
益
々

朝
鮮
史
の
班
究
指
導
に
精
進
し
て
お
ら
れ
る
が
、
本

書
は
正
に
そ
の
精
華
の
一
癒
で
あ
り
、
博
士
霞
ら
が

そ
の
巻
頭
に
高
論
を
審
せ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

還
暦
を
迎
え
て
い
よ
い
よ
意
気
旺
盛
な
博
士
の
面
目

躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
収
載
さ
れ
た
論
考
は
つ
ぎ
の
九
篇
で
あ
る
。

　
百
済
記
・
召
済
新
撰
・
百
済
本
記
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
贔

鉄
盾
考
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林

薪
羅
王
都
考
略
　
　
　
　
　
　
　
村
上

古
代
朝
鮮
の
文
化
境
域
一
三
国
時
代
地

　
名
語
尾
か
ら
み
て
　
　
　
　
・
井
上

三
国
遺
事
百
済
王
暦
と
写
本
苫
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
井

四行彰
男雄英

秀
雄

倭
人

　
大
化
前
代
に
お
け
る
朝
鮮
派
遣
氏
族
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
　
正
昭

　
高
麗
歌
謡
世
説
　
　
　
　
　
　
玄
　
　
昌
覆

　
近
代
日
朝
関
係
の
一
考
察
ー
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
！

　
斬
の
対
朝
鮮
政
策
を
中
心
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湯
浅
　
　
晃

　
岡
義
黒
糖
対
赴
一
考
察
　
　
　
　
青
山
　
秀
夫

　
三
品
博
士
の
論
考
は
、
日
本
書
紀
に
引
か
れ
て
い

る
百
済
関
係
の
謹
書
の
性
格
と
そ
の
成
立
年
代
を
論

じ
た
も
の
で
、
書
紀
研
究
に
も
重
要
な
難
壁
を
な
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
菖
済
新
撰
は
他
の
二
重
と
性
格

の
異
な
る
別
系
統
の
も
の
で
、
不
明
な
点
が
多
い
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が
、
着
済
記
は
闘
本
を
さ
し
て
費
腿
と
称
し
て
い
る

点
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
聖
閥
王
の
戦

死
、
任
那
諸
麟
の
減
亡
、
敏
達
・
推
古
朝
の
任
那
復

興
計
画
と
時
勢
の
推
移
す
る
蒔
点
に
お
い
て
、
百
済

が
加
羅
問
題
を
中
心
に
日
本
と
の
特
殊
関
係
を
意
識

し
て
撰
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
斎
満
開
記
も
そ
れ
に

つ
い
で
岡
様
な
傾
向
を
も
つ
も
の
で
、
撰
述
聴
期
は

蕎
済
認
は
欽
明
ー
ー
推
古
の
閾
、
本
記
は
推
古
朝
を

余
り
遺
く
隔
ら
ぬ
時
期
と
い
う
の
が
そ
の
要
点
。
こ

の
結
論
に
は
先
に
博
士
の
指
導
を
え
て
発
表
さ
れ
た

木
下
礼
仁
氏
の
「
日
本
書
紀
に
み
え
る
百
済
史
料
の

史
料
的
価
値
に
つ
い
て
扁
　
（
騨
．
朝
鮮
学
報
』
一
二
・
瓢

二
）
な
る
首
済
記
以
下
の
三
層
の
借
音
宇
の
統
討
的

研
究
が
有
力
な
傍
証
と
さ
れ
て
い
る
。

　
他
の
諸
氏
の
論
考
に
つ
い
て
は
す
べ
て
に
わ
た
っ

て
述
べ
る
余
裕
を
も
た
な
い
の
で
、
、
古
代
史
に
関
す

る
も
の
だ
け
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
小
林
博

士
の
論
考
は
石
上
神
宮
低
存
の
鉄
柵
の
製
作
年
代
と

そ
れ
が
日
本
製
か
朝
鮮
製
か
の
問
題
を
慎
重
に
論
じ

た
も
の
で
、
臼
「
仁
徳
紀
に
い
う
高
騰
圏
貢
献
の
鉄
爵

そ
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
気
は
な
い
が
、
こ
れ

が
五
世
紀
ご
ろ
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
古
代

に
お
い
て
異
国
の
工
人
の
製
晶
で
あ
る
と
語
り
伝
え

ら
れ
た
可
能
性
を
、
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で

ぎ
な
い
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
村
上
氏
の
は
新
羅
の

王
都
制
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
そ
の
六
部
は
高

句
麗
や
百
済
が
王
都
に
五
部
制
を
施
行
し
た
こ
と
の

影
難
を
う
け
て
、
六
漫
紀
に
入
っ
て
閾
も
な
く
施
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
共
上
氏
の
は
三
国
史
記
地
理
志
に
み
え
る
地
名

語
尾
の
規
字
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布
に
よ
っ
て
高

句
麗
・
百
済
お
よ
び
新
羅
・
加
耶
の
文
化
境
域
を
概

定
し
ょ
う
と
い
う
詳
細
有
益
な
基
礎
的
研
究
で
、
そ

の
分
布
園
と
薪
羅
統
一
時
代
の
郡
県
図
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
笠
井
氏
の
は
三
国
暴
露
の
百
済
王
暦
に
三

国
・
更
記
と
異
な
る
耳
玉
史
料
の
あ
る
こ
と
に
洗
無

し
、
そ
れ
は
決
し
て
錯
誤
で
は
な
く
、
　
「
正
史
編
纂

の
ま
え
に
埋
も
れ
去
ら
ん
と
し
た
、
貴
重
な
古
代
毒

忌
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
点
か
ら
継
体
・
欽
明
両

毛
に
み
え
る
重
出
記
事
（
仏
教
公
伝
年
次
・
多
沙
津

割
譲
年
次
・
継
体
崩
年
年
次
な
ど
）
が
す
べ
て
明
侠

に
解
釈
で
き
る
と
し
た
書
紀
成
立
の
問
題
に
も
及
ん

だ
重
要
な
提
言
を
含
む
論
考
ρ
最
後
に
上
田
氏
の
も

の
は
書
紀
に
み
え
る
朝
鮮
派
遣
氏
族
を
整
理
し
、
そ

れ
に
つ
い
て
要
説
し
た
も
の
で
、
将
来
深
化
す
る
必

要
の
あ
る
問
題
と
し
て
興
言
深
い
。
、

　
博
士
の
還
暦
を
記
念
し
て
は
、
さ
ら
に
最
近
博
士

の
高
著
「
日
本
霧
紀
田
韓
関
係
記
慕
考
証
扁
の
上
巻

が
欝
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
が
契
擬
と
な
っ
て
博
士

の
念
願
と
さ
れ
る
頼
鮮
研
究
が
～
段
と
飛
躍
す
る
こ

と
を
期
待
し
、
ま
た
博
士
が
長
欝
を
保
た
れ
て
い
つ

ま
で
も
斯
学
の
た
め
御
活
躍
さ
れ
る
よ
う
祈
念
す
る

次
第
で
あ
る
。

　
（
A
5
判
こ
三
三
頁
　
昭
和
三
十
七
年
七
月
　
朝

　
鮮
学
会
発
行
　
非
売
品
）
　
　
　
（
岸
　
俊
男
）

加
　
計
　
町
　
史

　
広
島
漿
山
県
郡
加
計
町
は
、
．
太
田
川
の
上
流
直
川

と
滝
山
耀
の
合
流
点
に
位
置
し
、
現
在
は
国
鉄
可
部

線
の
終
点
に
あ
た
り
、
古
来
よ
り
安
芸
北
部
の
中
心

地
と
し
て
発
達
し
、
近
世
で
は
、
「
隅
屋
宇
肉
絵
巻
」

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
砂
鉄
精
錬
の
中
心
地
と
し
て

著
名
で
あ
る
。
こ
の
加
計
㎏
の
町
史
が
、
小
倉
蟄

丈
広
島
開
学
教
授
を
監
修
・
調
整
者
と
す
る
、
有
元

正
雄
・
栗
樋
義
典
・
佐
々
木
盛
房
・
来
田
尚
・
武
井

博
閣
・
土
井
作
治
・
西
村
嘉
助
・
畑
中
誠
治
・
松
簡

久
人
・
道
重
哲
男
・
脇
坂
昭
夫
・
渡
辺
添
文
各
資
ス

タ
ッ
フ
の
前
後
十
年
に
わ
た
る
苦
心
を
経
て
、
町
史

上
・
下
二
冊
、
同
資
料
上
・
下
二
冊
、
合
せ
て
三
二

百
余
翼
に
及
ぶ
大
冊
と
な
っ
て
こ
の
ほ
ど
上
梓
さ
れ

た
。
本
甲
を
一
読
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
敬
服
す
る
の
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