
史

記

小

説

的

左

側

面

に

の

斎

藤

謙

の

可

次

の

よ

う

な

一

節

が

あ

る

Q

史
記
の
叙
事
議
論
は
淋
滴
と
し
て
致
を
尽
す
。
故
に
章
一
脊
す
る
者
脊
り
。

審
或
は
之
を
服
り
、
以
て
奔
整
を
取
ら
ん
と
す
。
此
れ
以
て
班
馬
の
優
劣
を

一
見
る
可
き
也
。
史
認
張
耳
伝
に
、
極
め
て
越
王
が
議
敬
の
状
を
写
し
て
悶

た
て
ま

く
、
朝
夕
誕
し
て
職
蔽
し
乃
自
ら
食
を
よ
っ
る
由
礼
甚
だ
卑
く
し
て
子
婿
の

礼
有
り
と
。
以
て
高
祖
の
悟
倣
に
反
倒
す
。
市
る
に
漢
書
は
組
職
蔽
の
一
一
一
字

を
削
れ
り
。
~
来
地
公
が
貫
一
高
と
相
関
労
す
る
の
状
を
写
し
て
臼
く
、
鑑
輿
し

す

す

一

か

て
前
む
ο

仰
ぎ
視
て
臼
く
、
油
公
邪

ιD
油
公
邪
の
三
字
、
極
め
て
情
一
致
有

り
。
市
る
に
漢
書
之
を
制
去
す
凸
:
:
:
此
の
如
き
の
類
、
皆
其
の
旧
に
如
か

ざ
る
也
。

拙
堂
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
漢
警
は
速
く
史
…
記
に
及
ば
ぬ
と
一
一
一
一
口
う
。
そ
の
立
場
を
支

え
る
も
の
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
議
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

私
は
こ
の
一
小
論
で
、
脅
か
ら
の
「
班
馬
の
優
劣
」
論
に
む
を
挟
む
つ
も
り
は
な
い
。

た
だ
抑
制
裳
が
提
示
し
た
よ
う
な
班
潟
の
議
速
に
つ
い
て
考
え
得
る
若
干
の
こ
と

を
、
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
べ
拙
蛍
の
示
し
た
第
二
の
例
に
つ
い
て
見
ょ
う
。
越
王
張
裁
は
よ
く
漢

の
高
祖
に
仕
え
た
が
、
高
羽
は
倣
慢
な
態
度
で
越
主
に
対
し
た
。
越
相
の
貫
高
た

ち
は
怒
っ
て
王
に
謀
叛
を
す
す
め
た
が
、
王
は
承
知
し
な
い
。
遂
に
賞
高
た
ち
は

独
断
で
高
揚
暗
殺
の
計
劃
を
立
て
、
事
が
成
れ
ば
主
に
帰
し
、
敗
れ
れ
ば
我
々
が

罪
を
引
受
け
よ
う
と
替
っ
た
。
と
こ
ろ
が
計
劃
は
露
見
し
、
越
王
を
主
謀
者
と
に

ら
ん
記
高
祖
は
、
主
を
逮
捕
す
る
~
心
た
一
-
味
は
争
っ
て
自
殺
し
た
が
、

つ

い
て

丹り

野

直

j杉

ょ
う
と
、
王
に
従
っ
て
都
へ
出
た
。
そ
こ
で
き
び
し

は
頑
と
し
て
王
の
無
罪
を
主
援
し
続
け
る
。
そ
こ
で

旧
友
で
あ
る
池
公
を
選
び
、
使
者
と
し
て
高
の
訊
聞

に
当
ら
せ
情
に
ほ
だ
さ
れ
て
高
が
実
を
吐
く
よ
う
に
仕
向
け
た
の
で
あ
る
。

池
公
は
節
一
を
持
し
て
獄
に
赴
い
た
。
拷
問
一
に
疲
れ
果
て
た
貫
高
は
、
竹
の
輿
に
乗

せ
ら
れ
、
池
公
の
前
に
出
る
。
そ
し
て
池
公
の
顔
を
仰
ぎ
見
て
、
「
油
公
邪
」
と
一
一
一
一
向

後
興
前
、
仰
視
向
、
池
公
邪
、
地
公
労
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立~I

と

と

っ

て

の
機
会
で
あ
る
。
肉
体
は
表
弱
し
て
い
て
も
、
彼
は
気
負
い
立
っ
て
こ
の
場
に
臨

ん
だ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
威
儀
を
正
し
た
勅
使
の
顔
を
仰
ぎ
見
た
と
き
、
そ

こ
に
は
か
つ
て
の
親
友
の
、
温
か
い
表
情
が
あ
っ
た
c

こ
う
し
て
二
人
の
友
人

は
、
一
入
は
「
威
、
海
内
に
加
」
わ
っ
た
天
干
の
使
者
と
し
て
、
一

死
刑
を
宣
告
さ
る
べ
き
囚
人
と
し
て
、
向
い
合
っ
た
の
で
あ
る
。

と
の
交
錯
L

の
一
と
な
っ
て



れ
は
漢
初
の
歴
史
に
お
け
る
、
劇
的
な
挿
話
の
一
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に

し
て
も
、
挿
話
は
所
詮
挿
話
に
過
ぎ
な
い
。
賞
高
の
個
人
的
な
一
感
慨
は
ど
う
あ
ろ

う
と
も
~
模
初
の
服
地
史
は
確
実
に
そ
の
歩
み
を
進
め
て
行
く
。
高
祖
の
強
い
意
志

に
よ
っ
て
、
建
国
の
功
開
た
ち
は
一
日
一
は
ま
や
諸
侯
に
封
、
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
ま
た

次
々
と
取
り
没
さ
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
劉
氏
の
帝
位
は
全
く
安
定
し
た

よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
す
ぐ
次
に
は
呂
太
后
の
出
現
に
よ
っ
て
~
深
刻
な
危
機
が

訪
れ
る

Q

武
力
で
劉
氏
と
対
抗
し
よ
う
と
す
る
者
ば
か
り
が
危
険
な
敵
手
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

貫
一
鮪
の
謀
叛
も
、
そ
の
よ
う

r

な
推
移
の
中
に
お
け
る
一
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
。

越
ま
張
放
の
父
張
耳
は
、
後
に
は
高
祖
の
謄
下
に
入
っ
た
け
れ
ど
も
、
初
め
は
彼

と
悶
じ
く
築
に
叛
旗
を
競
え
し
た
英
雄
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
子
孫
が
連
綿
と
じ

て
王
家
を
維
持
す
る
う
ち
に
は
、
何
時
か
は
漢
に
対
す
る
敵
国
ご
と
な
る
危
険
性
が

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
張
数
自
身
に
罪
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
高
祖
は
こ
の
機
会

を
利
用
し
て
、
張
氏
の
御
家
断
絶
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
、
地
公
の

~
情
に
か
ら
め
た
訊
問
に
対
し
て
も
王
の
無
実
を
主
張
し
続
け
た
貫
高
の
証
一
一
一
一
向
と
、

張
教
の
饗
が
呂
后
の
生
ん
だ
公
主
だ
っ
た
た
め
に
、
張
氏
の
家
は
絶
え
ず
に
す
ん

だ
が
、
組
王
の
位
は
奪
わ
れ
て
宣
評
侯
に
落
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
高
祖
の
意
図
は

半
ば
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
司
馬
還
の
関
心
は
ー
そ
の
高
祖
の
意
図
に
抵
抗
し
て
、
遂
に
張
氏
を
守

り
了
せ
た
貫
一
向
の
侠
気
を
記
す
こ
ょ
に
あ
っ
た
と
見
え
る
。
張
裁
の
生
命
を
救
っ

た
原
簡
を
公
平
に
↓
評
価
す
る
と
き
、
賀
高
の
証
言
と
我
が
娘
可
愛
さ
の
あ
ま
り
高

祖
に
殻
の
無
突
を
訴
え
た
呂
后
の
取
り
な
し
と
、
ど
ち
ら
が
大
き
か
っ
た
か
は
、

簡
単
に
は
断
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
史
記
を
読
ん
だ
限
り
で
は
、
日
向
日
戸
川

の
嘆
願
は
わ
ず
か
一
行
あ
ま
り
の
記
述
に
止
ま
り
、
そ
れ
も
高
祖
か
ら
一
言
の
も
?

と
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
張
放
を
救
っ
た
も
の
は
全
く
買
高
の
証
言
だ
っ
た
と
印

象
せ
し
め
る
よ
う
に
日
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

賀
高
は
こ
の
と
き
年
六
十
余
、
以
前
は
張
耳
の
客
で
あ
り
、
「
生
平
気
を
為
す
」

と
、
こ
の
事
件
の
冒
頭
に
司
馬
遼
は
一
記
し
て
い
る
。
彼
が
特
に
一
つ
の
列
伝
と
し

て
立
て
た
「
滋
侠
」
た
ち
と
同
じ
性
格
の
人
物
が
、
こ
こ
に
も
設
場
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
男
の
情
熱
と
意
志
が
、
専
制
君
主
、
歴
史
を
創
り
出
す
絶
対
者

の
そ
れ
に
対
し
て
、
麗
史
の
ほ
ん
の
小
さ
な
部
分
に
お
い
て
抵
抗
を
試
み
る

3

そ

れ
は
む
ろ
ん
、
絶
対
者
の
意
志
と
情
熱
が
描
く
産
出
品
の
軌
跡
を
変
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
そ
の
軌
跡
は
こ
の
男
の
前
で
し
ば
ら
く
静
止
し
、
そ
し
て
僅
か

に
迂
回
し
て
い
る
申
絶
対
者
の
力
に
よ
っ
て
も
踏
み
に
じ
っ
て
は
通
れ
ぬ
人
間
の

力
の
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
男
が
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
者
が
創
る
歴
史

の
中
で
は
微
少
な
存
在
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
巨
大
な
意
志
と
情
熱
の
所
産
で
も

あ
っ
た
。
司
馬
遼
は
こ
の
場
合
、
そ
の
巨
大
き
を
一
記
録
す
る
こ
と
に
情
熱
を
傾
け

た
に
違
い
な
い
。

可
為
還
は
こ
の
事
件
の
冒
頭
に
、
買
高
の
性
格
を
「
生
平
気
を
為
す
」
と
記
し

た
。
や
が
て
越
王
が
捕
わ
れ
て
都
へ
護
送
さ
れ
た
と
き
、
高
視
は
「
越
の
群
協
賓

客
の
敢
て
王
に
従
ふ
者
有
ら
ば
皆
な
族
せ
ん
」
と
の
詔
を
下
し
た
が
、
貫
高
た
ち

十
余
人
は
「
自
ら
覧
錯
し
て
王
家
の
奴
と
為
り
ヘ
王
に
従
っ
て
都
へ
出
た
。
そ

の
後
超
王
が
釈
放
さ
れ
る
と
、
高
祖
は
賀
高
を
も
赦
免
し
、
油
公
に
そ
の
旨
を
伝

事
A
Y
}
レ
ド
」
?

え
さ
せ
た
が
、
そ
の
と
き
喜
ん
だ
高
は
、
「
志
向
が
玉
も
審
に
出
だ
さ
れ
し
乎
」
と

尋
ね
た
口
そ
し
て
王
の
釈
放
を
確
認
す
る
と
彼
は
町
人
目
た
る
者
が
一
度
築
祇
の

トム戸

名
を
得
な
が
ら
再
び
天
子
に
仕
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
「
縦
し
上
の
我
を
殺
さ

ず
と
も
、
我
は
心
に
恥
ぢ
ざ
ら
ん
乎
」
と
一
言
っ
て
自
殺
し
て
し
ま
う

Q

「
此
の
時

に
当
り
、
(
貫
高
の
〉
名
は
天
下
に
関
ゆ
」
と
一
世
間
う
の
が
、
こ
の
事
件
の
最
後
に

置
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
叙
述
に
さ
き
の
「
池
公
邪
」
の
一
語
を
あ
わ
せ
て
見
る
な
ら
ば
、
こ

の
事
件
の
立
役
者
で
あ
る
賞
高
の
意
志
と
情
熱
と
が
ど
の
よ
う
に
高
視
の
そ
れ
に

抵
抗
し
た
か
が
、
事
件
の
最
中
に
お
け
る
彼
の
感
情
の
揺
曳
を
も
含
め
て
、
適
確

に
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
名
は
天
下
に
開
ゆ
」
と
言
う
結
び
の
文
句

の
中
に
は
、
前
馬
遼
が
貫
一
向
に
与
え
た
称
讃
"
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

Q
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と
こ
ろ
が
「
加
公
邪
」
の
一
語
の
み
な
ら
ず
、
上
に
引
用
し
た
部
分
は
す
べ

て
、
漢
書
で
は
削
ら
れ
て
じ
ま
っ
た
。
む
ろ
ん
そ
れ
で
も
こ
の
事
件
の
梗
概
、
お

よ
び
そ
の
中
で
の
貰
高
の
役
割
の
説
明
に
は
、
何
の
差
障
り
も
な
い
。
だ
が
そ
の

一
代
り
漢
書
に
記
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
?
こ
の
事
件
の
梗
概
に
止
ま
っ
た
。
名

将
功
院
の
家
が
続

h?と
取
り
潰
し
に
遭
う
漢
初
の
歴
史
の
中
で
の
こ
の
小
波
腐

は
、
漢
書
に
よ
っ
て
も
読
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
波
瀦
を
お
こ
し
た
賞
高
と

一
苦
う
男
の
姿
は
、
著
る
じ
く
色
あ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
税
関
も
、
貫
高
の
一
片
の
義
一
心
は
認
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
亡
。
だ
か
ら
漢

書
に
も
、
彼
が
張
敷
の
生
命
を
救
っ
た
こ
と
だ
け
は
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
唱
し
?

か
し
班
協
に
と
っ
て
は
ま
た
、
貫
一
高
の
抵
抗
な
ど
は
歴
史
の
大
会
な
流
れ
に
浮
い

た
一
つ
の
波
紋
と
し
か
一
計
量
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
叙
述
の
「
奔
整
」
を

は
か
る
彼
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
賞
高
の
一
一
一
昨
動
の
一
唱
え
な
ど
は
歴
史
と
し
て
記
録

一
さ
れ
る
に
値
し
な
い
、
微
細
な
史
実
と
見
え
た
に
違
い
な
い
。

大
体
、
漢
書
と
史
認
の
互
い
に
襲
被
ず
る
時
代
、
即
ち
高
祖
か
ら
武
帝
ま
で
の

一
部
分
を
比
較
し
て
み
る
と
、
記
載
さ
れ
た
事
実
の
数
は
漢
書
の
方
が
多
い
。
従
っ

て
総
体
に
は
漢
書
の
方
が
史
記
よ
り
長
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
替
の
張
一
輔
一
は
班
の

馬
に
及
ば
ぬ
点
を
挙
げ
た
中
に
、

濯
の
著
述
は
、
辞
は
約
に
し
て
事
は
挙
く
し
た
り
。
一
一
一
千
年
の
事
を
叙
す
る

に
唯
だ
五
十
万
言
な
り
。
班
関
は
三
百
年
の
事
を
叙
す
る
に
、
乃
ち
八
千
万

言
、
煩
省
同
じ
か
ら
ず
。
還
に
如
か
ざ
る
の
一
也
(
音
書
張
輔
伝
〉

と
一
苦
う
。
し
か
し
上
の
例
を
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
史
記
が
「
辞
約
而
事
挙
」
だ
と

は
蓄
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
張
輔
の
こ
の
意
見
に
対
す
る
清
人
の
次
の
よ
う
な
反

駁
の
方
が
、
当
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

干

潟
の
怠
は
文
を
行
る
を
主
と
し
、
事
を
載
す
る
を
主
と
せ
ず
、
放
に
舗
な

り
。
班
は
事
を
紀
す
を
主
と
し
た
れ
ば
、
詳
鰭
な
り
(
王
鳴
盛
十
七
史
商
権

七
、
史
漢
演
者
〉

棄
し
選
は
叙
事
を
菩
み
、
経
術
の
文
、
幹
済
~
の
策
に
一
金
つ
て
は
、
多
く
収
入

せ
ず
。
故
に
其
の
文
は
簡
な
り

y
m間
は
別
ち
文
字
の
学
問
に
関
は
り
有
り
、

政
務
に
繋
は
り
有
る
者
は
、
必
ず
一
一
之
を
載
す
。
此
れ
其
の
巻
秩
の
多
き

所
以
也
。
人
命
漢
書
の
各
伝
を
以
て
史
記
と
比
対
す
れ
ば
、
史
]
記
に
無
き
所
に

し
て
漢
書
の
増
載
せ
し
者
一
有
る
こ
と
多
し
。
皆
経
世
有
用
の
文
に
係
る

Q

間

ち
繁
冗
を
以
て
之
を
議
す
る
を
得
ざ
る
也
〈
越
翼
廿
二
史
痢
一
記
一
一
、
漢
書
多

載
帯
用
之
文
)

つ
ま
り
司
馬
遼
が
個
々
の
事
件
の
描
写
に
意
を
用
い
た
の
に
対
し
、
班
閤
の
立
場

は
、
後
世
に
残
す
べ
き
重
大
な
史
実
を
決
れ
な
く
一
記
録
し
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
た

と
一
言
う
の
で
あ
る
。
出
出
府
書
を
書
き
直
し
た
新
鹿
曲
一
一
同
が
「
其
の
事
は
前
よ
り
増

し
、
其
の
文
は
悶
よ
り
省
け
り
」
(
進
新
唐
書
表
)
と
自
任
し
た
の
と
同
様
の
関

係
が
、
史
記
と
漢
書
と
の
関
に
も
成
立
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
史
記
韓
長
距
川
列
伝
に
は
、
漢
の
景
帝
の

代
に
梁
閣
の
政
治
家
・
将
軍
と
し
て
名
声
が
あ
り
、
武
帝
の
初
年
に
は
旬
奴
征
討

の
大
将
軍
と
も
な
っ
た
韓
安
国
が
、
梁
に
仕
え
て
い
た
こ
ろ
、
一
時
罪
を
獲
て
獄

に
下
さ
れ
た
一
話
を
載
せ
て
い
る
c

そ
の
と
き
獄
吏
の
回
甲
と
一
一
一
一
向
う
者
が
安
簡
を
侮

辱
し
た
か
ら
、
安
国
が
司
惜
し
さ
の
あ
ま
り
「
死
灰
も
ま
た
燃
え
出
す
こ
と
が
あ

ろ
う
ぞ
」
と
言
う
と
、
間
甲
は
「
燃
え
た
ら
小
使
を
ひ
っ
か
け
て
や
る
」
と
応
酬

し
た
。
と
こ
ろ
が
安
閣
は
、
や
が
て
ま
た
、
梁
に
援
席
さ
れ
る
。
間
甲
は
報
復
を
恐

れ
て
逃
亡
し
た
が
7
安
問
に
一
族
皆
殺
し
に
す
る
と
脅
か
さ
れ
、
内
相
し
て
自
首

し
た
。
す
る
と
安
関
は
笑
い
な
が
ら
、
「
お
い
、
小
便
を
か
け
て
も
い
い
ぞ
。
君

な
ど
処
罰
し
た
と
こ
ろ
で
始
ま
ら
な
い
の
だ
」
と
一
言
っ
て
、
か
え
っ
て
田
甲
を
好

過
し
た
。其

後
安
国
坐
法
抵
罪
、
家
獄
一
吏
間
甲
辱
安
閥
、
安
問
問
、
死
灰
独
不
然
乎
、

田
甲
日
、
然
即
溺
之
、
居
無
何
、
梁
内
史
欠
、
漢
使
館
者
安
間
為
梁
内

史

、

起

徒

一

中

、

…

千

田

甲

亡

走

、

間

ヤ

不

我

滅

前

( 19 ) 



の

っ

て

い

た

じ

か

~

に

ニ

れ

は

品

の

よ

く

な

い

し
、
渡
史
的
に
最
大
な
免
許
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
省
い
て
し
ま
っ
て
は
、
初

め
か
ら
閉
印
を
放
し
て
や
る
つ
も
り
の
安
闘
が
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
恐
怖
に
お
の

の
い
て
い
る
相
手
を
見
下
し
な
が
ら
言
っ
た
言
葉
の
妙
味
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
一
条
の
事
件
は
、
史
記
で
は
す
ぐ
次
に
続
く
李
将
軍
列
伝
に
、
本

J

ナ
広
が
一
時

一
将
軍
の
地
位
を
失
っ
て
庶
人
と
さ
れ
て
い
た
と
き
、
翠
段
の
尉
に
晦
辱
さ
れ
た
こ

と
が
あ
り
、
後
に
一
円
び
将
軍
と
な

7
た
広
は
す
ぐ
に
覇
段
の
尉
を
陣
中
に
呼
び
寄

せ
、
斬
っ
て
し
ま
っ
た
と
一
お
う
誌
と
対
応
す
る
。
ひ
と
し
く
旬
奴
征
討
の
中
心
と

な
っ
た
こ
の
ご
人
の
将
軍
の
性
格
の
相
違
を
、
こ
の
ご
つ
の
対
統
的
な
事
件
に
よ

っ
て
描
き
出
す
こ
と
は
、
恐
ら
く
司
馬
遼
の
計
算
に
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
対
照
は
漣
舎
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
可
溺
突
」
一
一
一
字
の

脱
落
は
、
と
み
に
効

J

間
取
を
弱
め
た
と
一
律
問
わ
、
ざ
る
を
得
な
い

Q

そ
の
一
方
、
こ
の
の
少
し
後
に
起
る
馬
口
自
の
戦
の
く
だ
り
に
な
る
と
、
漠

こ

お

け

る

主

に
、
二
人

と
こ
ろ
が

の

し

め

る

ま

で

史
記
は
そ
の
部
分
に
な
る
と
か
え
っ
て

め
て
記
録
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
む

馬

色

の

戦

は

当

時

で

は

政

治

・

軍

事

・

外

交

上

そ

れ

に

つ

い

て

の

論

争

は

後

世

の

為

政

者

に

と

っ

て

も

参

べ

き

も

の

で

あ

ろ

う
。
即
ち
こ
れ
は
越
灘
、
の
言
う

F

「

経

世

有

用

の

文

句

そ

し

て

こ

こ

の

韓
安
閣
は
、
授
史
の
本
舞
台
に
脚
光
一
を
浴
び
る
千
去
と
な
っ
て
い
た
。

従
っ
て
彼
の
発
言
の
一
環
さ
は
、
獄
吏
と
の
死
一
氏
側
問
答
な
ど
と
は
比
較
に
な
ら
な

い

。

漢

書

が

潟

品

の

戦

に

お

い

て

詳

し

「

く

、

そ

の

前

の

事

件

、

度
は
、
鹿
史
上
の
比
震
か
ら
見
て
叙
述
の
均
衡
を
得
一
た
も
の

う
。
だ
が
そ
の
一
方
で
は
、
御
前
会

溺

突

」

の

一

と

ど

め

よ

う

。〉

る

J々

こ
と
が
で
き
る
の
で

乙

の

よ

う

な

、

際

お

け

る

く

、

精

彩

を

こ

め

て

こ

と

は

、

歴

史

に

お

い

て

も

見

得

る

と

こ

ろ
で
あ
っ
た
む
た
と
え
ば
左
伝
の
文
公
十
八
年
、
無
道
な
奔
の
鵠
公
の
た
め
に
父

名
し
き

を
別
ら
れ
た
部
数
と
棄
を
奪
わ
れ
た
館
職
と
が
中
池
に
お
し
た
と
き
、
獄
が
織
を

叩
い
た
の
で
識
が
怒
る
と
、

な
ん
ぢ

獄
日
く
、
人
女
の
出

ま
ん
と
。
職
臼
く
、

〉dv
一

父へ
諸主をど
を sJj も
竹ら怒
中れら
にてず
納山λ 、

れ
、る

帰能
り t工
、ざ

る

が
斉

'̂J 

の

で
殺
さ
れ
た

と

ると、一

楚

子

之

を

聞

く

や

、

扶

を

投

じ

て

起

つ

。

て

及

び

、

錦

は

寝

門

の
外
に
て
及
び
、
事
は
蒲
青
の
市
に
て
及
ベ
り
。
秋
九
月
、
楚
子
山
木
を
閥
む
。

い
れ
も
事
実
の
記
録
と
し
て
は
、
甚
だ
し
く
詳
細
な
誠
事
で
あ
る
。
由
民
一
記
の
局

部
的
に
鍛
密
な
文
章
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
の
も
と
に
成
文
し
た
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
左
伝
の
書
き
方
と
史
記
の
筆
法
と
の
間

に
、
な
お
幾
ら
か
の
照
一
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

ょ
に
引
い
た
左
伝
の
描
写
は
、
事
実
の
記
録
と
し
て
は
た
し
か
に
詳
細
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
事
実
の
一
記
録
に
止
ま
っ
て
い
る
。
史
記
の
築
は
そ
れ
を
越
え
て
、
事

件
の
中
に
あ
る
人
間
の
描
写
へ
追
っ
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る

Q

楚

の
荘
去
が
扶
を
投
じ
て
起
っ
た
あ
た
仏
伝
の
築
は
緊
浪
し
た
用
語
の
中
に
、
こ

の
際
関
に
お
け
る
去
の
姿
を
浮
び
上
て
レ
る
ο

だ
が
一
方
で
は
周
に
鼎
の
軽

重

を

間

い

、

ま

た

肉

秘

し

て

降

服

し

川

引

い

た

荘

王

の

事

蹟

4

の

肢

を

流

れ

る

し

て

鮮

明

に

把

握

し

る
を
符
な
い
ω

さ
ら

( 20 ) 

T
で
コ

こ
の
一
条

と
き
は
、
な
お
多
少
の
も
ど
か
し



よ
う
に

足
を
断
た
れ
し
も
の
の
子
よ
と
。

は
臼
く
w

u

し
者
よ
と
。
二
人

に
悦
び
、
日

る j努
もか
のら
で
あ
る

っ
た
所
に
立
っ
た
と
き
、
人
は
ふ

」
と
が
あ

と
、
あ
と
は

る
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
そ
の
部
分
の
捕
容
に
没
頭
す
る
。
そ
し
て
捕
き
出
さ
れ

た
も
の
は
、
間
以
耳
の
子
孫
が
越
王
の
位
を
失
っ
た
事
件
よ
り
も
む
し
ろ
食
高
と
一
一
一
一
向

う
男
の
姿
、
で
あ
り
、
旬
奴
覆
滅
の
大
計
制
加
に
関
す
る
論
争
よ
り
も
む
し
ろ
そ
と
に

笠
場
す
る
将
寧
韓
安
悶
と
一
一
白
う
人
物
の
映
像
で
あ
っ
た

Q

そ
れ
ら
の
叙
述
の
中
に

は
、
さ
き
に
挙
げ
た
奔
の
二
人
の
税
逆
者
の
会
話
の
よ
う
に
、
事
実
を
司
馬
遼
ご

の
み
に
修
飾
し
た
も
の
も
多
い
で
あ
ろ
う

Q

だ
が
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

過
去
の
人
物
は
か
え
っ
て
一
関
の
具
象
性
を
持
ち
な
が
ら
撲
の
武
帝
の
時
代
に
、

そ
し
て
そ
の
一
部
は
さ
ら
に
現
代
ま
で
も
生
き
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
史
記
本
紀
・
世
家
@
列
伝
の
す
べ
て
が
こ
の

か
も
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
速
い

ろ
淡
々
と
し
て
い
る
9

明

し

( 21 ) 
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と
し
て
史
一
記
よ
り
も
整
頓
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け

ξ

奥
記
よ
り
も
小

説
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
一
一
添
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
謀
議
の
中
に
も
?
、
や
は
り
史
一
記

主
間
様
の
・
志
向
を
認
め
得
る
部
分
が
-
一
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
李

陵
伝
の
終
り
に
近
く
、
勾
奴
に
赴
い
た
漢
の
使
者
が
ー
今
は
旬
奴
の
一
口
践
と
な
っ

て
い
る
李
陵
に
閉
会
し
、
侃
刀
の
環
を
撫
で
て
帰
国
を
誠
一
す
る
あ
た
り

F

に
は
、
ま

さ
し
く
史
記
に
繋
が
る
血
の
濃
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

司
馬
遼
や
班
闘
の
時
代
に
は
、
小
説
と
言
う
ジ
ャ
ン
ル
が
中
間
文
学
の
中
に
地

位
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
漢
書
芸
文
志
に
著
録
さ
れ
た
小
説
家
の
書

は
、
班
自
の
白
、
在
に
よ
れ
ば
、
多
く
は
「
浅
薄
」
「
迂
誕
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
著
者
が
果
し
て
「
小
説
家
」
と
し
て
の
自
覚
や
主
張
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う

か
は
、
甚
だ
疑
わ
し
い
。
言
わ
ば
こ
の
時
代
は
、
中
間
小
説
史
が
そ
の
形
を
整
え

る
蔵
前
の
混
沌
の
時
期
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
中
か
ら
、
小
説
を
書
こ
う

と
す
る
、
ま
た
は
そ
れ
を
読
も
う
と
す
る
原
初
的
な
欲
求
が
、
司
馬
遼
と
一
一
一
一
向
う
天

才
の
力
に
よ
っ
て
一
た
び
結
実
し
、
充
足
さ
れ
た
の
で
あ
る

Q

そ
し
て
彼
の
筆
法

に
意
識
的
な
修
.
正
を
加
え
た
漢
書
に
あ
っ
て
も
、
閉
じ
欲
求
は
な
お
指
し
去
り
が

た
い
も
の
と
し
て
痕
跡
を
残
し
た
。
中
国
小
説
史
に
と
っ
て
の
先
史
時
代
に
お
け

る
号
品
ュ
マ

y
の
一
つ
を
、
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
ο

白

木

文

学

に

読

み

と

ら

れ

た

た
だ
し
以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
、
の
後
に
続
く
正
史
の
中
で
は
、
次
第
に

が
薄
れ
て
ゆ
く
。
後
代
の
正
史
も
紀
伝
体
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
列
伝
の

中
に
は
や
は
り
興
味
あ
る
挿
話
を
挟
む
こ
と
が
伝
統
と
し
て
残
っ
て
は
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
こ
に
捕
か
れ
た
人
物
の
姿
は
、
も
は
や
史
記
の
よ
う
な
生
き
た
人
間
と

し
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
記
録
的
な
、
乾
燥
し
た
も
の
と
な
っ
て
来
る
。
そ
し
て

正
史
が
乾
燥
し
て
ゆ
く
の
と
並
行
し
て
、
六
弱
か
ら
唐
へ
と
、
物
語
の
文
学
が
次

第
に
形
者
整
え
始
め
た
。
し
か
も
六
朝
志
怪
の
視
と
一
一
一
向
わ
れ
る
捜
神
記
の
著
者

は
、
歴
史
家
の
子
宝
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
事
実
の
底
に
は
、
お
そ
ら
く
中
国
に

お
け
る
小
説
の
成
立
過
程
を
語
る
事
情
が
ひ
そ
ん
で
レ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か

Q

し
か
し
そ
の
点
ま
で
考
え
る
の
は
、
こ
の
小
論
の
及
び
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か

ら
、
今
は
た
だ
一
つ
し
て
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

(
附
記
)
史
記
を
文
学
の
立
場
か
ら
挑
め
た
も
の
と
し
て
は
、
武
問
泰
淳
氏
の
「
史
一
認
の

世
界
」
そ
の
組
、
幾
つ
か
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る

Q

こ
の
小
論
は
そ
れ
ら
の
業
績
に

負
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
か
つ
て
京
都
大
学
に
お
い
て
古
川
中
平
次
郎
教
授
が
講
ぜ
ら
れ
た

か
ら
、
こ
と
に
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
附
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
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あ
る
。

論
語
経
本
・

注
解
の
系
統
考
察
の
数
例

日

本

文

学

に

影

響

し

つ

い

て

は

、

築
で
述
べ
た
。
つ
ぎ
に
は
主
と
し
て
如
何
な
る
論
語
の
経
本
・
解
一
が
、
何
故

に

、

日

本

文

学

作

品

に

多

く

読

み

こ

い

る

か

を

、

研

究

す

る

必

新

秀

美

保

あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
文
学
作
品
に
引
説
活
用
さ
れ
た
論
議
関
係
の
資
料

を
、
論
語
の
本
文
や
注
解
に
、
比
較
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
の
訓
読
や
用
字
や
解

釈
な
ど
の
諸
方
面
に
わ
た
っ
て
、
積
々
な
る
恩
ハ
向
を
残
し
て
い
る
ο

今
こ
れ
ら
の
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