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解
説

『
資
治
通
鑑
』
は
、
北
宋
の
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
六
年
）

し

じ

つ

が
ん

ほ
く
そ
う

し

ば

こ
う

が
編
纂
し
た
歴
史
書
で
す
。
本
書
は
そ
の
一
部
の
現
代
語
訳
で
す
。

中
国
に
お
け
る
歴
史
書
は
、
お
お
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
紀
伝
体
と
編
年
体
で
す
。
『
資
治
通
鑑
』
は
、
編
年
体
で
書
か

き

で
ん
た
い

へ
ん
ね
ん
た
い

へ
ん
ね
ん
た
い

れ
て
た
、
も
っ
と
も
有
名
な
歴
史
書
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
こ
で
は
、
や

や
遠
回
り
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
紀
伝
体
と
編
年
体
に
つ
い

て
、
順
番
に
説
明
を
い
た
し
ま
す
。

紀
伝
体
の
歴
史
書
は
、
本
紀
（
皇
帝
の
年
代
記
）
と
、
列
伝
（
臣
下

ほ
ん

ぎ

れ
つ
で
ん

の
人
物
伝
）
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。
中
国
の
歴
史
書
と
い
え
ば
、
正
史

せ
い

し

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
有
名
で
す
。
正
史
は
、
皇
帝
を
中
心
と
し
た
国
家

せ
い

し

こ
う
て
い

の
記
録
で
す
。
で
す
か
ら
、
紀
伝
体
の
書
物
が
選
出
さ
れ
、
ま
た
、
新

た
に
正
史
を
作
る
と
き
は
、
紀
伝
体
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
司
馬
遷

し

ば

せ
ん

『
史
記
』
は
、
前
漢
の
途
中
ま
で
を
扱
い
ま
す
。
班
固
『
漢
書
』
は
、
前
漢

し

き

は
ん

こ

か
ん
じ
ょ

ぜ
ん
か
ん

（
一
世
紀
ま
で
）
を
扱
い
ま
す
。
范
曄
『
後
漢
書
』
は
、
後
漢
（
一
世

は
ん
よ
う

ご

か
ん
じ
ょ

ご

か
ん

紀
か
ら
三
世
紀
ま
で
）
を
扱
い
ま
す
。
陳
寿
『
三
国
志
』
は
、
魏

蜀

呉

ち
ん
じ
ゅ

さ
ん
ご
く

し

ぎ

し
ょ
く

ご

の
三
国
時
代
（
三
世
紀
）
を
扱
い
ま
す
。
房
玄
齢
ら
に
よ
る
『
晋
書
』

ぼ
う
げ
ん
れ
い

し
ん
じ
ょ

は
、
晋
（
三
世
紀
か
ら
五
世
紀
ま
で
）
を
扱
い
ま
す
。

し
ん

こ
の
よ
う
に
、
紀
伝
体
は
、
皇
帝
を
中
心
に
と
し
た
、
各
国
家
の
で

き

で
ん
た
い

き
ご
と
を
、
秩
序
だ
て
て
記
録
す
る
こ
と
に
適
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

欠
点
も
あ
り
ま
し
た
。

国
家
の
で
き
ご
と
は
、
歴
代
の
皇
帝
だ
け
が
す
べ
て
を
成
し
遂
げ
、

完
結
さ
せ
て
き
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
帝
の
ラ
イ
バ
ル
や
、
皇
帝

を
助
け
る
将
軍
や
参
謀
ら
、
複
数
の
ひ
と
た
ち
が
関
わ
り
あ
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
紀
伝
体
で
表
現
す
る
と
、
皇
帝
の
年
代
記
（
本
紀
）
の
ほ

き

で
ん
た
い

ほ
ん

ぎ

か
に
、
ラ
イ
バ
ル
の
列
伝
、
将
軍
の
列
伝
、
参
謀
の
列
伝
な
ど
が
、
歴

史
書
の
な
か
の
離
れ
た
箇
所
に
、
散
ら
ば
っ
て
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ひ
と
つ
の
事
件
に
つ
い
て
知
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所

を
、
漏
れ
な
く
拾
い
読
み
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の
正
史
も
、

ひ
ろ

膨
大
な
分
量
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
関
連
記
事
を
漏
れ
な
く
収
集
す
る
こ

と
は
、
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

紀
伝
体
の
目
次
は
、
最
初
に
本
紀
が
あ
り
、
以
降
の
列
伝
は
、
原
則

と
し
て
皇
帝
か
ら
の
距
離
が
近
い
順
に
配
列
さ
れ
ま
す
。
登
場
人
物
の

生
き
た
時
代
は
、
列
伝
の
配
列
を
決
め
る
と
き
の
、
最
優
先
事
項
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
王
朝
初
期
の
人
物
の
列
伝
が
、
突
如
と
し
て
歴
史
書
の

後
半
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
た
ま
か
ら
順
番
に
読
ん
で
も
、

歴
史
の
流
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
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紀
伝
体
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を

補
え
る
の
が
、
編
年
体
で
す
。

へ
ん
ね
ん
た
い

編
年
体
と
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
、
編
纂
を
す
る
と
き
、
年
ご
と
に

、

、

区
切
っ
て
並
べ
て
ゆ
く
、
叙
述
の
体
裁
で
す
。

、

編
年
体
は
、
む
か
し
の
魯
と
い
う
国
の
記
録
書
、
『

春

秋

』
に
起

ろ

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

源
を
も
ち
ま
す
。『
春
秋
』
は
、
儒

教

の
祖
で
あ
る
孔
子
が
編
纂
に
関

じ
ゅ
き
ょ
う

そ

こ
う

し

わ
っ
た
も
の
と
し
て
、
中
国
で
尊
重
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
も
と
の
『
春

秋
』
は
簡
潔
に
過
ぎ
る
た
め
、
た
く
さ
ん
の
出
来
事
を
補
っ
た
『

春
し
ゅ
ん

秋

左
氏
伝
』
が
、
編
年
体
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
ま
し
た
。

じ
ゅ
う

さ

し

で
ん

そ
れ
で
は
、
本
書
で
翻
訳
を
し
た
、
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
は
、

し

ば

こ
う

し

じ

つ

が
ん

ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
誕
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

司
馬
光
が
生
き
た
北
宋
よ
り
も
前
、
唐
の
時
代
に
、
「
国
家
の
歴
史

ほ
く
そ
う

と
う

は
紀
伝
体
で
表
す
」
、「
そ
れ
を
正
史
と
し
て
時
の
皇
帝
が
認
定
す
る
」

き

で
ん
た
い

せ
い

し

と
き

と
い
う
か
た
ち
が
定
ま
り
ま
し
た
。
紀
伝
体
は
盛
ん
で
し
た
が
、
編
年

体
に
は
す
ぐ
れ
た
書
物
が
な
く
、
事
実
上
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
最
後

に
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
中
身
は
、
紀
元
前
五
世

紀
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
じ
つ
に
千
年
分
以
上
、
編
年
体
に
よ
る

歴
史
叙
述
に
は
、
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
ん
な
状
況
の
も
と
、
司
馬
光
は
、
『
通
志
』
と
い
う
編
年
体
の
歴

つ
う

し

へ
ん
ね
ん
た
い

史
書
を
つ
く
り
ま
し
た
。
個
人
で
編
ん
だ
も
の
（
私
撰
）
で
、
全
八
巻

し

せ
ん

で
し
た
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
続
編
で
す
。
す
な
わ
ち
、

春

秋

時
代

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

の
つ
ぎ
に
く
る
戦
国
時
代
と
、
は
じ
め
て
天
下
を
統
一
し
た
秦
の
時
代

せ
ん
ご
く

し
ん

の
歴
史
を
、
年
ご
と
に
区
切
り
、
時
系
列
に
並
べ
た
も
の
で
す
。
こ
の

作
品
が
、
当
時
の
北
宋
の
皇
帝
（
英
宗
）
に
気
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
国

え
い
そ
う

家
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
す
る
の
で
、
北
宋
の
直
前
（
五
代
）
ま
で
の
歴

ご

だ
い

史
を
ま
と
め
る
よ
う
に
、
と
い
う
命
令
が
下
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
生

ま
れ
た
の
が
、『
資
治
通
鑑
』
で
し
た
。

し

じ

つ

が
ん

自
主
製
作
し
た
『
通
志
』
八
巻
は
、
『
資
治
通
鑑
』
の
は
じ
め
に
置

つ
う

し

か
れ
、

周

紀
（
巻
一
～
巻
五
）、
秦
紀
（
巻
六
～
巻
八
）
に
な
っ
た
と

し
ゅ
う

き

し
ん

き

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
現
れ
た
「
紀
」
と
い
う
字
は
、
「
記
」

き

き

と
同
じ
意
味
で
、
「
本
紀
」
や
「
紀
伝
体
」
と
い
う
言
葉
に
も
使
わ
れ

ほ
ん

ぎ

き

で
ん
た
い

て
い
ま
し
た
。
司
馬
光
は
、
膨
大
な
分
量
の
『
資
治
通
鑑
』
を
、
目
安

と
し
て
時
代
（
王
朝
）
ご
と
に
区
切
り
、
「
某
紀
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

を
付
け
て
い
ま
す
。

『
資
治
通
鑑
』
で
は
、「
某
紀
」
の
な
か
で
、
通
し
番
号
（
連
番
）
が

振
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
資
治
通
鑑
』
巻
六
は
、「
秦
紀
一
」

で
す
。
巻
一
～
五
は
、
す
で
に
周
紀
で
埋
ま
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ

う
に
番
号
が
ず
れ
る
の
で
す
。『
資
治
通
鑑
』
巻
七
は
、「
秦
紀
二
」
で

す
。
こ
の
規
則
は
、
最
後
ま
で
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
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周

紀
、
秦
紀
が
完
成
す
れ
ば
、
つ
ぎ
は
、
漢
紀
（
巻
九
～
巻
六
十

し
ゅ
う

き

し
ん

き

か
ん

き

八
）
で
す
。
漢
は
、
正
史
で
は
、
班
固
『
漢
書
』
、
范
曄
『
後
漢
書
』

は
ん

こ

か
ん
じ
ょ

は
ん
よ
う

ご

か
ん
じ
ょ

に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
『
資
治
通
鑑
』
で
は
漢
紀
と
ま
と
め
ら
れ
、

じ
つ
に
六
十
巻
が
費
や
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
の
三
国
時
代
は
、
最
大

勢
力
の
魏
の
名
を
と
っ
て
、
魏
紀
（
巻
六
十
九
～
巻
七
十
八
）
で
す
。

ぎ

ぎ

き

期
間
が
短
い
の
で
、
十
巻
を
割
く
の
み
で
す
。

さ

魏
紀
の
つ
ぎ
が
、
晋
紀
（
巻
七
十
九
～
巻
百
十
八
）
で
す
。
晋
紀
に

し
ん

き

は
、
四
十
巻
分
が
あ
て
ら
れ
て
ま
し
た
。
晋
の
時
代
は
、
正
史
『
晋
書
』

し
ん

と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
天
下
を
統
一
し
、
洛
陽
に
都
の
あ
っ
た
西
晋
と
、
天
下
の
南

ら
く
よ
う

せ
い
し
ん

半
分
を
治
め
、
建
康
に
都
を
お
い
た
東
晋
で
す
。
西
晋
の
時
代
に
あ
た

け
ん
こ
う

と
う
し
ん

る
の
が
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
十
九
（
晋
紀
一
）
～
巻
八
十
九
（
晋
紀

十
一
）
の
十
一
巻
分
で
す
。
西
暦
で
は
、
二
六
五
～
三
一
六
年
に
該
当

し
ま
す
。
こ
れ
が
、
本
書
が
翻
訳
し
て
い
る
範
囲
で
す
。

『
資
治
通
鑑
』
は
、
北
宋
の
皇
帝
が
命
じ
た
と
お
り
、
五
代
ま
で
の

ご

だ
い

歴
史
を
編
年
体
で
記
述
し
、
全
体
で
二
九
四
巻
、
一
三
六
〇
年
以
上
の

出
来
事
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

編
年
体
の
『
資
治
通
鑑
』
に
よ
り
、
紀
伝
体
の
欠
点
を
補
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
、
読
者
は
労
せ
ず
、
網
羅
的
な
記

述
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
『
資
治
通
鑑
』
を
あ
た
ま
か
ら
読
み

通
す
だ
け
で
、
歴
史
の
流
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
誤
解
を
し
て
頂
き
た
く
な
い
の
は
、
紀
伝
体
と
編
年
体
は
、

き

で
ん
た
い

へ
ん
ね
ん
た
い

ど
ち
ら
か
一
方
が
優
れ
、
も
う
片
方
は
不
要
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
こ
と
で
す
。
本
書
は
、
編
年
体
『
資
治
通
鑑
』
の
翻
訳
で
す
が
、
同

時
に
、
紀
伝
体
の
『
晋
書
』
へ
の
読
書
ガ
イ
ド
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

本
書
の
特
長
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
。

そ
も
そ
も
司
馬
光
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
『
資
治
通
鑑
』
の
晋
紀
を

し
ん

き

作
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
晋
紀
の
記
述
は
、
三
世
紀
の
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
十
一
世
紀
の
司
馬
光
が
、
三
世
紀
の
こ
と
を
、
直
接
見
聞
き

み

き

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
時
間
の
幅
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
な
ら
ば
、

二
十
一
世
紀
の
ひ
と
が
、
十
三
世
紀
（
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
）
の
歴
史

を
書
く
よ
う
な
も
の
で
す
。

じ
つ
は
司
馬
光
は
、
正
史
『
晋
書
』
な
ど
を
読
み
、
出
来
事
に
か
ん

す
る
記
述
を
拾
い
集
め
、
真
偽
を
検
証
し
、
年
月
を
確
定
さ
せ
て
ゆ
き

な
が
ら
、
『
資
治
通
鑑
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
『
資
治
通
鑑
』
は
、
『
晋

書
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
り
、『
晋
書
』
を
吟
味
し
て
修
正
し
た
、

ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
版
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、『
資
治
通
鑑
』

で
お
お
ま
か
な
流
れ
を
頭
に
入
れ
て
か
ら
『
晋
書
』
を
読
ん
で
み
る
、
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と
い
う
方
法
は
有
効
で
す
。
『
晋
書
』
の
記
述
に
疑
問
が
あ
る
と
き
、

ど
の
よ
う
に
『
資
治
通
鑑
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
、
と

い
う
使
い
方
も
で
き
ま
す
。

正
史
『
晋
書
』
の
ほ
か
に
、
司
馬
光
が
材
料
に
し
た
と
思
わ
れ
る
の

が
、
崔
鴻
『

十

六
国

春

秋

』
で
す
。
西
晋
の
政
治
が
乱
れ
る
と
、

さ
い
こ
う

じ
ゅ
う
ろ
っ
こ
く
し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

せ
い
し
ん

周
辺
の
異
民
族
が
、
続
々
と
建
国
し
ま
し
た
。
『
十
六
国
春
秋
』
は
、

国
ご
と
に
、
た
と
え
ば
、「
前

趙

録
」「

蜀

録
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル

ぜ
ん
ち
ょ
う
ろ
く

し
ょ
く
ろ
く

を
つ
け
、
記
録
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。『
晋
書
』
も
同
様
に
、
前

趙

ぜ
ん
ち
ょ
う

の
載
記
（
巻
一
百
一

劉

元
海
載
記
ら
）
、
後

蜀

の
載
記
（
巻
百
二

さ
い

き

り
ゅ
う
げ
ん
か
い

こ
う
し
ょ
く

十

李
特
載
記
ら
）
を
設
け
て
い
ま
す
。『
十
六
国
春
秋
』
は
、
も
と
の

り

と
く

形
で
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
の
ち
に
復
元
さ
れ
ま
し
た
。

編
年
体
の
『
資
治
通
鑑
』
と
、
紀
伝
体
の
『
晋
書
』
、
そ
し
て
関
わ

り
の
深
い
『
十
六
国
春
秋
』
な
ど
を
、
比
べ
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
歴
史
へ
の
理
解
は
、
格
段
に
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、

強
力
な
助
け
と
な
る
の
が
、『
資
治
通
鑑

證

補
』
で
す
。

し
ょ
う

ほ

『
資
治
通
鑑
證
補
』
は
、
日
本
の
江
戸
時
代
、
尾
張
藩
の
儒
学
者
で

お

わ
り

あ
る
石
川
安
貞
ら
が
作
っ
た
も
の
で
す
。
完
成
さ
れ
た
『
資
治
通
鑑
』

あ
ん
て
い

で
は
、
文
や
段
落
ご
と
に
、
わ
ざ
わ
ざ
『
晋
書
』
の
ど
こ
か
ら
情
報
を

拾
っ
た
か
を
示
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
石
川
安
貞
ら
は
、
『
資
治

通
鑑
』
と
『
晋
書
』
、
復
元
さ
れ
た
『
十
六
国
春
秋
』
な
ど
を
突
き
合

わ
せ
、
司
馬
光
が
ど
こ
に
基
づ
い
て
『
資
治
通
鑑
』
を
作
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
、
お
お
む
ね
指
摘
を
し
ま
し
た
。
本
書
で
は
、
こ
の
成
果
を

引
き
つ
ぎ
、
『
資
治
通
鑑
證
補
』
が
示
し
た
『
晋
書
』
の
巻
な
ど
の
情

か
ん

報
源
を
、
訳
文
の
な
か
に
補
っ
て
い
ま
す
。

『
資
治
通
鑑
』
は
、
簡
潔
で
分
か
り
や
す
い
歴
史
書
で
す
。
し
か
し

一
定
の
長
さ
が
あ
り
、
通
読
す
る
だ
け
で
も
、
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
現
代
語
訳
を
し
た
本
書
が
、
皆
さ
ま
の
参
考
と
な
り
、
晋
代
の

歴
史
、
お
よ
び
正
史
『
晋
書
』
へ
の
興
味
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
繋
が

れ
ば
、
翻
訳
者
と
し
て
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

佐
藤
大
朗

ひ
ろ
お

司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
の
成
立
事
情
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄
「
資

治
通
鑑
考
」（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
三
集
、
一
九
七
一
年
）

を
、
石
川
安
貞
『
資
治
通
鑑
證
補
』
に
つ
い
て
は
、
谷
口
明
夫
「
『
資

治
通
鑑
証
補
』
考
」（
『
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
巻
二
十
六
、

一
九
九
一
年
）
を
参
考
に
い
た
し
ま
し
た
。
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凡
例

一
、
中
華
書
局
『
資
治
通
鑑
』
（
一
九
五
六
年
）
を
参
照
し
、
現
代
日

本
語
へ
の
翻
訳
を
お
こ
な
っ
た
。

一
、
翻
訳
の
対
象
は
、
司
馬
光
に
よ
る
本
文
の
み
と
し
た
。
胡
三
省
に

こ

さ
ん
せ
い

よ
る
注
は
、
必
要
に
応
じ
て
訳
文
に
反
映
す
る
に
と
ど
め
た
。

一
、
現
代
語
訳
の
み
を
掲
載
し
、
原
文
（
漢
文
）
、
訓
読
（
書
き
下
し

く
だ

文
）
は
掲
載
し
て
い
な
い
。

一
、
現
代
日
本
で
一
般
に
通
用
し
て
い
る
字
を
使
用
し
た
。
い
わ
ゆ
る

正
字
、

旧

字
、
旧
漢
字
で
の
表
示
は
優
先
を
し
な
か
っ
た
。

せ
い

じ

き
ゅ
う

じ

一
、
読
み
が
な
（
ル
ビ
）
の
有
無
は
、
明
確
な
基
準
を
も
う
け
る
こ
と

は
難
し
い
た
め
、
難
読
と
思
わ
れ
る
文
字
に
付
し
た
。
読
者
の
便
宜

を
は
か
り
、
重
複
を
避
け
ず
に
付
し
た
箇
所
も
あ
る
。

一
、
改
行
（
段
落
の
変
更
）
は
、
翻
訳
者
が
任
意
に
お
こ
な
っ
た
。

一
、
空
白
の
行
の
挿
入
は
、
翻
訳
者
が
任
意
に
お
こ
な
っ
た
。
原
則
と

し
て
季
節
の
境
界
に
は
、
空
白
の
行
を
挿
入
し
た
。
内
容
が
大
き
く

変
わ
る
か
、
記
述
対
象
と
な
る
国
（
晋
、
前
趙
、
成
漢
）
が
移
る
と

き
、
空
白
の
行
を
挿
入
し
た
。

一
、
尾
張
藩
儒
の
石
川
安
貞
が
『
資
治
通
鑑
』
の
出
典
を
概
ね
示
し
た
、

『
資
治
通
鑑

證

補
』
の
指
摘
を
、
文
の
末
尾
に
〈

〉
で
示
し
た
。

し
ょ
う

ほ

石
川
は
、
漢
文
に
対
し
て
出
典
を
示
し
て
い
る
た
め
、
引
用
者
（
佐

藤
）
が
位
置
を
調
整
を
く
わ
え
た
。
出
典
の
書
名
等
の
表
記
を
統
一

し
、
巻
数
な
ど
を
補
っ
た
。

一
、
『
資
治
通
鑑
』
の
出
典
と
思
わ
れ
る
史
料
は
、
巻
末
に
一
覧
表
を

付
し
た
。
な
お
、
『
晋
書
』
を
は
じ
め
と
す
る
紀
伝
体
の
歴
史
書
で

は
、
親
族
ま
た
は
関
わ
り
の
深
い
人
物
の
列
伝
に
、
事
績
を
繋
げ
て

記
載
す
る
こ
と
が
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
附
伝
」
）。
本
伝
か
附
伝
か
を

ふ

で
ん

判
定
す
る
こ
と
は
本
書
の
目
的
で
な
い
た
め
、
附
伝
で
あ
っ
て
も
、

当
人
の
列
伝
と
し
て
扱
い
、
表
示
し
た
。

一
、
翻
訳
に
あ
た
り
、
長
沢
規
矩
也
『
和
刻
本

資
治
通
鑑
（
二
）
』（
汲

古
書
院
、
一
九
七
三
年
）
の
返
り
点
を
参
考
と
し
た
。

一
、
本
巻
で
は
、
三
国
呉
の
末
期
（
孫
晧
）
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
小

そ
ん
こ
う

南
一
郎
訳
『
正
史
三
国
志
８
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
二
年

発
行
）
を
参
照
し
た
。

一
、
個
別
に
参
照
し
た
書
籍
は
、
都
度
、
訳
注
に
表
示
し
た
。

一
、
本
書
の
作
成
お
よ
び
出
版
は
、
正
史
『
晋
書
』
完
訳
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
、
「
い
つ
か
読
み
た
い
晋
書
訳
」
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
う
も
の

で
あ
る
。
一
冊
の
売
上
ご
と
に
、
三
千
円
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動

資
金
と
す
る
。h

t
t
p
:/
/
3
gu
o
z
h
i.
n
e
t/
s
y
/
to
p
.
h
t
m
l
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資
治
通
鑑

巻
七
十
九

晋
紀
一

世
祖
武
皇
帝

上
之
上
（
二
六
五
～
二
七
二
年
）

せ
い

そ

ぶ

泰
始
元
（
二
六
五
）
年

た
い

し

春
三
月
、
呉
主
（
孫
晧
）
は
光
禄
大
夫
の
紀

陟

と
五
官

中

郎

将

ご

し
ゅ

そ
ん
こ
う

こ
う
ろ
く
た
い

ふ

き

ち
ょ
く

ご

か
ん
ち
ゅ
う
ろ
う
し
ょ
う

の
洪

璆

を
使
者
と
し
、
徐

紹

と
孫
彧
に
同
行
し
て
（
魏
に
）
答
礼
に

こ
う
き
ゅ
う

じ
ょ
し
ょ
う

そ
ん
い
く

ぎ

ゆ
か
せ
た
。
徐
紹
が
濡
須
に
到
着
す
る
と
、
か
れ
が
中
原
（
魏
）
を
称

じ
ゅ
し
ゅ

賛
し
た
と
い
う
も
の
が
お
り
、
呉
主
は
怒
っ
て
、
追
っ
て
か
れ
を
殺
し

た
〈
三
国
志

孫
晧
伝
〉。

夏
四
月
、
呉
は
甘
露
と
改
元
し
た
〈
孫
晧
伝
〉。

か
ん

ろ

五
月
、
魏
帝
は
文
王
（
司
馬

昭

）
に
特
別
な
礼
を
加
え
、
王
妃
を
王
后

ぶ
ん
お
う

し

ば

し
ょ
う

お
う

ひ

お
う
こ
う

と
し
、
世
子
を
太
子
と
し
た
〈
三
国
志

陳

留

王
紀
〉。

せ
い

し

た
い

し

ち
ん
り
ゅ
う
お
う

き

癸
未
、
大
赦
し
た
〈
陳
留
王
紀
〉。

秋
七
月
、
呉
主
は
せ
ま
っ
て
景
皇
后
（
孫

休

の
皇
后
朱
氏
）
を
殺

け
い

き
ゅ
う

し
ゅ

し
、
景
帝
（
孫
休
）
の
四
人
の
子
を
呉
郡
に
移
し
た
。
ほ
ど
な
く
年
長

け
い
て
い

ご

ぐ
ん

の
二
人
を
殺
し
た
〈
孫
晧
伝
〉。

八
月
辛
卯
、
文
王
が
亡
く
な
り
〈
陳
留
王
紀
〉
、
太
子
（
司
馬
炎
）

え
ん

が

相

国
・
晋
王
を
嗣
い
だ
〈
晋
書

巻
三

武
帝
紀
〉。

し
ょ
う
こ
く

し
ん

九
月
乙
未
、
大
赦
し
た
〈
陳
留
王
紀
〉。

戊
子
、魏
の
司
徒
で
あ
る
何
曾
を
晋
の

丞

相

と
し
た
。癸
亥
、
驃

騎

し

と

か

そ
う

じ
よ
う
し
よ
う

ひ
ょ
う

き

将
軍
の
司
馬
望
を
司
徒
と
し
た
〈
陳
留
王
紀
〉。

ぼ
う

乙
亥
、
文
王
を
崇
陽

陵

に
葬
っ
た
〈
晋
書

文
帝
紀
〉。

す
う
よ
う
り
よ
う

冬
、
呉
の
西

陵

督
で
あ
る
步
闡
が
上
表
し
て
呉
主
に
武

昌

へ
の
遷

せ
い
り
ょ
う
と
く

ほ

せ
ん

ぶ

し
ょ
う

都
を
提
案
し
た
。
呉
主
は
こ
れ
に
従
い
、
御
史
大
夫
の
丁
固
と
右
将
軍

ぎ
ょ

し

た
い

ふ

て
い

こ

う

の
諸
葛
靚
に
建

業

を
守
ら
せ
た
。
歩
闡
は
、
歩
隲
の
子
で
あ
る
〈
孫

し
よ
か
つ
せ
い

け
ん
ぎ
よ
う

ほ

し
つ

晧
伝
〉。

十
二
月
壬
戌
、
魏
帝
が
位
を
晋
王
に
禅
譲
し
た
。
甲
子
、
（
魏
帝
は

宮
城
を
）
出
て
金
墉
城
に
移
っ
た
〈
陳
留
王
紀
〉
。
太
傅
の
司
馬
孚
が

き
ん
よ
う

た
い

ふ

ふ

別
れ
を
告
げ
、
魏
帝
の
手
を
取
り
、
む
せ
び
泣
い
て
堪
え
き
れ
ず
、「
私

は
死
す
る
日
ま
で
、
大
魏
の
純
臣
で
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
た
〈
晋
書

宗そ
う

室

司
馬
孚
伝
に
依
る
〉。

し
つ

丙
寅
、
晋
王
（
司
馬
炎
）
は
皇
帝
の
位
に
即
き
（
武
帝
）
、
大
赦
し
、

え
ん

つ

（
泰
始
と
）
改
元
し
た
。
丁
卯
、
魏
帝
を
陳
留
王
と
し
、

鄴

に
向
か

た
い

し

ぎ
よ
う

わ
せ
た
。
礼
制
の
優
遇
は
、
す
べ
て
魏
初
の
前
例
（
後
漢
の
献
帝
）
を

け
ん
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踏
襲
し
た
。
魏
の
諸
王
は
全
て
侯
に
降
格
し
た
。
宣
王
（
司
馬
懿
）
を

せ
ん
お
う

い

追
尊
し
て
宣
皇
帝
と
し
、
景
王
（
司
馬
師
）
を
景
皇
帝
と
し
、
文
王
を

し

文
皇
帝
と
し
た
。
王
太
后
を
尊
ん
で
皇
太
后
と
し
た
。
（
武
帝
の
）
祖

父
の
弟
の
司
馬
孚
を
封
建
し
て
安
平
王
と
し
、
叔
父
の
司
馬
幹
を
平
原

ふ

あ
ん
へ
い

か
ん

へ
い
げ
ん

王
と
し
、司
馬

亮

を
扶
風
王
と
し
、
司
馬

伷

を
東
莞
王
と
し
、
司
馬

駿

り
ょ
う

ふ

ふ
う

ち
ゅ
う

と
う
か
ん

し
ゅ
ん

を
汝
陰
王
と
し
、
司
馬
肜
を

梁

王
と
し
、
司
馬
倫
を
琅
邪
王
と
し
、

じ
ょ
い
ん

ゆ
う

り
ょ
う

り
ん

ろ
う

や

弟
の
司
馬
攸
を
斉
王
と
し
、
司
馬
鑒
を
楽
安
王
と
し
、
司
馬
機
を
燕
王

ゆ
う

せ
い

か
ん

が
く
あ
ん

き

え
ん

と
し
、
さ
ら
に
親
族
で
あ
る
司
徒
の
司
馬
望
ら
十
七
人
を
封
建
し
て
い

ぼ
う

ず
れ
も
王
と
し
た
。
石
苞
を
大
司
馬
と
し
、
鄭

沖

を
太
傅
と
し
、
王

祥

せ
き
ほ
う

だ
い

し

ば

て
い
ち
ゅ
う

た
い

ふ

お
う
し
ょ
う

を
太
保
と
し
、
何
曾
を
太
尉
と
し
、
賈

充

を
車
騎
将
軍
と
し
、
王
沈

た
い

ほ

か

そ
う

た
い

い

か

じ
ゅ
う

し
ゃ

き

お
う
し
ん

を

驃

騎
将
軍
と
し
た
。
こ
れ
以
外
の
文
武
の
官
の
昇
進
に
は
差
等
が

ひ
ょ
う

き

あ
っ
た
。
乙
亥
、
安
平
王
の
司
馬
孚
を
太
宰
と
し
、
中
外
諸
軍
事
を
都

た
い
さ
い

督
さ
せ
た
〈
武
帝
紀
〉
。
さ
ら
に
、
車
騎
将
軍
の
陳
騫
を
大
将
軍
と
し

ち
ん
け
ん

〈
晋
書

巻
三
十
五

陳
騫
伝
に
依
る
〉
、
司
徒
で
あ
る
義
陽
王
の
司
馬
望

ぎ

よ
う

ぼ
う

と
司
空
で
あ
る

荀

顗
と
と
も
に
、
全
部
で
八
公
を
同
時
に
設
置
し
た
。

じ
ゅ
ん

ぎ

武
帝
は
、
魏
帝
が
孤
立
し
た
こ
と
を
反
面
教
師
と
し
、
大
い
に
宗
室
を

封
建
し
、
官
職
を
授
け
た
〈
未
詳
〉。

さ
ら
に
詔
し
て
、
諸
王
は
自
国
の
な
か
で
長
吏
を
選
任
で
き
る
も
の

と
し
た
。
衛
将
軍
で
あ
る
斉
王
の
司
馬
攸
の
み
が
あ
え
て
（
長
吏
の
選

え
い

ゆ
う

任
を
）
し
な
か
っ
た
の
で
、
み
な
が
実
行
す
る
よ
う
に
要
請
を
し
た
〈
晋

書

巻
三
十
八

宣
五
王
文
六
王

斉
王
攸
伝
に
依
る
〉。

詔
し
て
魏
の
宗
室
の
禁
錮
を
解
き
は
な
ち
、
部
曲
将
お
よ
び
長
吏
か

そ
う
し
つ

ら
質
任
（
人
質
）
を
取
る
こ
と
を
や
め
た
〈
武
帝
紀
〉。

ち

に
ん

武
帝
は
、
魏
の
国
家
が
刻
薄
で
あ
り
奢
侈
で
あ
っ
た
の
で
、
仁
愛
と

倹
約
に
よ
っ
て
是
正
し
よ
う
と
し
た
。
太

常

丞

の
許
奇
は
、
許
允
の

た
い
じ
ょ
う
じ
ょ
う

き
ょ

き

い
ん

子
で
あ
る
。
武
帝
が
太

廟

に
参
詣
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
朝
廷
で
は
、

た
い
び
ょ
う

「
許
奇
は
父
を
誅
殺
さ
れ
て
お
り
、
接
近
さ
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
朝

廷
の
外
の
官
に
任
命
な
さ
い
ま
せ
」
と
言
っ
た
。
武
帝
は
さ
か
の
ぼ
っ

て
許
允
の
考
え
に
理
解
を
し
め
し
、
許
奇
の
才
能
を
た
た
え
、
抜
擢
し

て
祠
部
郎
と
し
た
。
担
当
官
は
牛
を
引
く
た
め
に
青
い
絹
の
組
紐
を
使

し

ぶ

ろ
う

お
う
と
し
た
が
、
詔
し
て
青
い
麻
で
代
用
さ
せ
た
〈
武
帝
紀
〉。

は
じ
め
て
、
諫
言
を
職
務
と
す
る
官
を
設
置
し
〈
武
帝
紀
〉
、
散
騎

さ
ん

き

常

侍
の
傅
玄
と
皇
甫
陶
を
任
命
し
た
。
傅
玄
は
、
傅
咸
の
子
で
あ
る
。

じ
ょ
う

じ

ふ

げ
ん

こ
う

ほ

と
う

か
ん

傅
玄
は
魏
の
末
期
に
風
潮
が
退
廃
的
で
あ
っ
た
の
で
、
上
疏
し
て
、「
わ

た
し
が
聞
き
ま
す
に
、
い
に
し
え
の
王
が
天
下
を
統
治
す
る
と
き
、
上

が
す
ぐ
れ
た
教
化
を
す
れ
ば
、
下
は
清
議
を
行
っ
た
と
い
い
ま
す
。
近

年
、
魏
武
（
曹
操
）
が
法
術
を
好
ん
だ
の
で
、
天
下
は
刑
罰
を
重
ん
じ
、

そ
う
そ
う

魏
文
（
曹
丕
）
が
風
流
を
好
ん
だ
の
で
、
天
下
は
守
節
を
軽
ん
じ
ま
し

そ
う

ひ

た
。
そ
の
後
、
綱
紀
は
引
き
締
ま
ら
ず
、
放
埒
さ
が
朝
廷
に
満
ち
、
天

下
か
ら
清
議
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
陛
下
は
禅
譲
を
お
受
け
に
な
り
、
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尭

・

舜

の
よ
う
な
教
化
を
広
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
だ

ぎ
ょ
う

し
ゅ
ん

清
ら
か
で
礼
を
わ
き
ま
え
た
人
士
を
任
用
し
、
風
教
を
整
え
て
は
お
ら

ず
、
い
ま
だ
空
虚
で
卑
し
い
人
士
を
遠
ざ
け
て
、
不
正
を
懲
ら
し
め
て

は
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
敢
え
て
申
し
上
げ
た
の
で
す
」
と
言
っ

た
。
武
帝
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
傅
玄
に
詔
の
文
案
を
提
出
さ
せ
た
。

し
か
し
、
風
潮
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
〈
晋
書

巻
四
十
七

傅
玄
伝
に

依
る
〉。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
漢
の
征
西
将
軍
で
あ
る
司
馬
鈞
は
豫

章

太
守
の

せ
い
せ
い

き
ん

よ

し
ょ
う

司
馬

量

を
生
み
、
司
馬
量
は
穎
川
太
守
の
司
馬

雋

を
生
み
、
司
馬
雋

り
ょ
う

え
い
せ
ん

し
ゅ
ん

は
京

兆

尹
の
司
馬
防
を
生
み
、
司
馬
防
は
宣
帝
（
司
馬
懿
）
を
生
ん

け
い
ち
ょ
う
い
ん

ぼ
う

だ
の
で
あ
る
〈
晋
書

巻
一

宣
帝
紀
〉。

泰
始
二
（
二
六
六
）
年

春
正
月
丁
亥
、
魏
の
宗
廟
を
も
ち
い
て
征
西
府
君
（
司
馬
鈞
）
以
下

せ
い
せ
い

ふ

く
ん

を
祭
り
、
景
帝
（
司
馬
師
）
と
と
も
に
祭
っ
て
、
全
部
で
七
室
と
し
た

〈
武
帝
紀
〉
。
辛
丑
、
景
帝
の
夫
人
で
あ
る
羊
氏
を
尊
ん
で
景
皇
后
と

よ
う

し
、
弘
訓
宮
に
住
ま
わ
せ
た
〈
武
帝
紀
〉。

こ
う
く
ん

丙
午
、
弘
農
の
楊
氏
を
皇
后
に
立
て
た
。
楊
后
は
、
魏
の
通
事
郎
で

こ
う
の
う

よ
う

つ
う

じ

ろ
う

あ
る
楊
文
宗
の
娘
で
あ
る
〈
晋
書

巻
三
十
一

后
妃
伝
上
に
依
る
〉
。

ぶ
ん
そ
う

群
臣
は
上
奏
し
、
「
五
帝
と
は
天
帝
の
こ
と
で
す
。
王
の
気
は
、
時
代

ご
と
に
異
な
る
の
で
、名
号
が
五
つ
あ
る
の
で
す
。今
後
は
明
堂
の
南
郊

め
い
ど
う

な
ん
こ
う

か
ら
、
五
帝
の
座
を
除
か
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
従
っ

た
。
武
帝
は
、
王

粛

の
外
孫
で
あ
り
、
ゆ
え
に
祭
祀
の
方
法
に
つ
い

お
う
し
ゅ
く

て
、
担
当
官
は
お
お
く
王
粛
の
説
に
基
づ
い
の
で
あ
る
〈
未
詳
〉。

二
月
、
漢
の
宗
室
の
禁
錮
を
解
い
た
〈
武
帝
紀
〉。

三
月
戊
戌
、
呉
は
大
鴻
臚
の

張

儼
と
五
官
中
郎
将
の
丁

忠

を
派
遣

だ
い
こ
う

ろ

ち
ょ
う
げ
ん

て
い
ち
ゅ
う

し
て
（
司
馬
昭
の
）
弔
問
を
し
た
〈
孫
晧
伝
〉
。
呉
の
散
騎
常
侍
で
あ

る
廬
江
の
王
蕃
は
、
誇
り
高
い
気
質
を
も
ち
、
、
主
君
の
顔
色
を
み
て

ろ

こ
う

お
う
は
ん

言
い
な
り
に
な
ら
ず
、
呉
主
（
孫
晧
）
は
こ
れ
を
不
快
に
思
っ
た
。
散

騎
常
侍
の
萬
彧
と

中

書

丞

の
陳
声
も
迎
合
し
て
、か
れ
を
批
判
し
た
。

ば
ん
い
く

ち
ゅ
う
し
ょ
じ
ょ
う

ち
ん
せ
い

丁
忠
が
（
晋
へ
の
）
使
者
の
任
務
か
ら
帰
る
と
、
呉
主
は
お
お
い
に
群

臣
と
酒
宴
を
ひ
ら
い
た
。
王
蕃
は
泥
酔
を
し
て
突
っ
伏
し
た
。
呉
主
は

詐
り
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
、
か
れ
を
室
外
に
担
ぎ
出
し
、
し
ば
ら
く
し

て
、
呼
び
戻
し
た
。
王
蕃
は
威
厳
を
た
だ
し
、
態
度
は
整
然
と
し
て
い

た
。
呉
主
は
お
お
い
に
怒
り
、
左
右
に
命
じ
て
宮
殿
の
も
と
で
斬
り
殺

さ
せ
た
〈
三
国
志

巻
六
十
五

王
蕃
伝
〉
。
死
体
を
来
山
に
運
び
出
し
、

ら
い
さ
ん

王
蕃
の
首
を
投
げ
捨
て
さ
せ
た
。
虎
や
狼
が
争
っ
て
群
が
り
、
首
は
こ
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な
ご
な
に
破
壊
さ
れ
た
〈
王
蕃
伝
に
引
く
江
表
伝
〉。

丁

忠

は
呉
主
に
、「
北
方
（
晋
）
は
守
備
が
手
薄
で
す
、
弋
陽
を
襲

て
い
ち
ゅ
う

よ
く
よ
う

撃
す
れ
ば
奪
取
で
き
ま
す
」
と
説
い
た
。
呉
主
が
群
臣
に
相
談
し
た
と

こ
ろ
、
鎮
西
大
将
軍
の
陸
凱
は
、「
北
方
は
新
た
に
巴

蜀

地
方
を
併
合

ち
ん
せ
い

り
く
が
い

は

し
ょ
く

し
ま
し
た
。
使
者
を
よ
こ
し
て
和
を
求
め
ま
し
た
が
、
わ
れ
ら
に
援
軍

を
求
め
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
力
を
蓄
え
て
時
を
待
っ
て
い
る
だ
け

で
す
。
敵
の
兵
勢
は
強
く
、
幸
運
に
す
が
っ
て
勝
利
を
ね
ら
っ
て
も
、

得
ら
れ
る
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
呉
主
は
出
兵
し
な
か

っ
た
が
、
晋
と
の
国
交
を
断
っ
た
〈
孫
晧
伝
〉
。
陸
凱
は
、
陸
遜
の
族

り
く
そ
ん

子
で
あ
る
〈
三
国
志

巻
六
十
一

陸
凱
伝
〉。

夏
五
月
壬
子
、
博

陵

元
公
の
王
沈
が
卒
し
た
〈
武
帝
紀
に
依
る
〉。

は
く
り
ょ
う
げ
ん
こ
う

お
う
し
ん

六
月
丙
午
晦
、
日
食
が
お
き
た
〈
武
帝
紀
〉。
…
…

税
込
、
五
五
〇
〇
円
。

ご
購
入
は
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
ま
す
。
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