
劉
知
幾
の
史
学
思
想

渡
邉　

義
浩

は
じ
め
に

梁
諬
超
は
︑
中
国
の
﹁
史
﹂
は
︑
左
丘
朙
・
司
馬
迁
・
班
固
ら
か
ら
始
ま
っ
た
が
︑
中
国
の
史
学
は
︑
劉
知
幾
・
鄭
樵
・
z
學
誠
か
ら

始
ま
っ
た
と
い
う
︒
三
大
史
評
家
と
称
さ
れ
る
︑
か
れ
ら
の
史
評
と
い
う
方
法
論
を
史
学
と
い
う
学
問
分
野
の
始
ま
り
と
し
て
高
く
評
価

す
る
の
で
あ
る
（
一
）︒
ま
た
︑
内
藤
湖
南
も
︑
劉
知
幾
の
史
識
は
鋭
く
︑
史
学
を
通
論
し
た
も
の
の
中
で
は
優
秀
な
も
の
で
あ
る
︑
と
﹃
史

通
﹄
を
高
く
評
価
す
る
（
二
）︒

﹃
史
通
﹄
を
全
訳
し
た
西
脇
常
記
は
︑
劉
知
幾
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
︑
事
実
を
事
実
と
し
て
記
録
し
︑
事
実
の
真
実
を
追
及
す
る
も

の
で
あ
り
︑
正
し
い
史
官
が
存
在
す
る
限
り
︑
歴
史
は
永
遠
に
続
く
と
す
る
も
の
で
あ
る
︑
と
理
解
す
る
︒
そ
し
て
︑﹃
史
通
﹄
が
旧
中

国
で
は
体
制
批
判
の
危
険
書
と
し
て
（
三
）︑
新
中
国
で
は
異
端
思
想
書
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
が
（
四
）︑
い
ず
れ
も
正
し
い
理
解
で
は
な
い
︑
と

い
う
︒
そ
し
て
︑
自
ら
の
﹃
史
通
﹄
へ
の
注
釈
の
成
果
を
踏
ま
え
て
︑
劉
知
幾
の
批
判
精
神
の
立
脚
す
る
と
こ
ろ
を
﹁
隨
時
﹂
と
﹁
師
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古
﹂
と
い
う
概
念
に
求
め
る
の
で
あ
る
（
五
）︒
ま
た
︑
稲
葉
一
郎
は
︑﹃
史
通
﹄
は
﹃
則
天
實
錄
﹄
編
修
の
際
︑
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
自

ら
の
主
張
を
後
来
の
史
官
の
た
め
に
歴
史
叙
述
の
方
法
論
と
し
て
著
し
た
も
の
で
︑
史
才
論
・
史
料
批
判
な
ど
の
史
料
論
・
歴
史
認
識
・

歴
史
叙
述
を
論
ず
る
史
学
方
法
論
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
（
六
）︒
そ
う
し
た
理
解
は
︑
ラ
ン
ケ
に
よ
る
史
料
批
判
を
そ
の
中
に
組

み
込
ん
だ
史
学
方
法
論
の
確
立
が
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
の
成
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
︑
中
国
史
学
史
で
も
歴
史
家
の
科
学
性
へ
の

取
り
組
み
に
焦
点
を
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
七
）︑
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
︒

西
欧
の
史
学
の
﹁
科
学
性
﹂
を
基
準
に
︑
劉
知
幾
の
史
学
思
想
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
劉
知
幾
に
影
響
を
与
え

た
王
充
の
﹃
論
衡
﹄
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
た
﹃
史
通
﹄
の
經
書
批
判
は
︑﹃
尙
書
﹄
と
﹃
春
秋
﹄
と
い
う
經
書
を
史
書
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
︑﹃
春
秋
﹄
經
は
︑
孔
子
が
﹁
行
事
﹂
を
託
し
た
左
丘
朙
の
左
氏
傳
を
俟
っ
て
初
め
て
事
実
を
正
し
く
伝
え
得

る
︑
と
し
て
い
た
（
八
）︒
劉
知
幾
が
目
指
し
た
も
の
は
︑
經
書
の
史
書
と
し
て
の
不
十
分
さ
を
補
う
も
の
が
︑
史
書
の
規
範
と
す
べ
き
左
氏
傳

で
あ
る
こ
と
の
実
証
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑﹃
史
通
﹄
は
︑﹁
文
學
﹂
を
儒
敎
の
枠
組
み
の
中
に
整
序
し
直
し
た
﹃
文
心
雕
龒
﹄
の
影
響
の
も

と
︑
經
書
を
史
書
の
起
源
と
す
る
こ
と
で
︑﹁
史
﹂
を
儒
敎
の
枠
組
み
の
中
に
整
除
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
九
）︒
こ
の
よ
う
に
劉
知
幾
の
史
学

思
想
は
︑
西
欧
と
の
対
比
の
中
で
︑
そ
の
科
学
性
を
論
じ
得
る
も
の
で
は
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑﹁
古
典
中
國
﹂
に
お
け
る
史
学
の
展
開
の
中
で
（
㆒零）︑
劉
知
幾
の
史
学
思
想
は
︑
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒
本
稿
は
︑
劉
知
幾
独
自
の
﹁
直
書
﹂
の
解
釈
と
﹁
A
聞
﹂
へ
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
劉
知
幾
の
史
学
思
想
の
特
徴
を
解

明
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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一
︑
執
筆
動
機
と
史
官
の
資
質

劉
知
幾
は
︑﹃
史
通
﹄
自
敍
に
お
い
て
︑
自
ら
の
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
へ
の
傾
倒
と
史
学
意
識
の
萌
芽
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒予 

幼
く
し
て
庭
訓
を
奉
じ
︑
早
に
文
學
に
遊
ぶ
︒
年 

紈
綺
に
在
り
て
︑
便
ち
古
文
尙
書
を
受
く
︒
每
に
其
の
辭
の
艱
瑣
に
し
て
︑

諷
讀
を
爲
し
難
き
に
G
し
む
︒
屢
〻
捶
撻
に
逢
ふ
と
雖
も
︑
而
る
に
其
の
業 

成
ら
ず
︒
①
嘗
て
家
君
の
諸
兄
の
爲
に
春
秋
左
氏
傳

を
講
ず
る
を
聞
き
︑
每
に
書
を
廢
し
て
聽
く
︒
講
じ
畢
は
る
に
逮
び
︑
卽
ち
諸
兄
の
爲
に
之
を
說
く
︒
因
り
て
竊
か
に
歎
じ
て
曰

く
︑﹁
n
し
書
を
し
て
皆 

此
の
如
か
ら
し
め
ば
︑
吾 

復
た
怠
た
ら
ず
﹂
と
︒
②
先
君 

其
の
意
を
奇
と
し
︑
是
に
於
て
始
め
て
授
く

る
に
左
氏
を
以
て
し
︑
朞
年
に
し
て
講
誦 
都す

べ

て
畢
は
る
︒
時
に
年 

甫は
じ

め
て
十
有
二
な
り
︒
講
ず
る
所 

未
だ
深
く
解
す
る
能
は
ず

と
雖
も
︑
而
る
に
大
義
は
略
ぼ
擧
ぐ
︒
A
兄 
博
く
義
疏
を
觀
て
︑
此
の
一
經
に
精
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
も
︑
辭
す
る
に

麟
の

已
後
︑
未
だ
其
の
事
を
見
ざ
る
を
以
て
し
︑
③
且し

ば

ら
く
餘
U
　

を
觀
て
︑
以
て
A
　

聞
を
廣
め
ん
こ
と
を
乞
ふ
︒
次
い
で
H
　

 

史
・
漢
・

三
國
志
を
讀
む
︒
旣
に
し
て
古
今
の
沿
革
︑
曆
數 

相 
承
く
を
知
ら
ん
と
欲
し
︑
是
に
於
て
類
に
觸
れ
て
觀
︑
師
訓
を
假
ら
ず
︒
漢

の
中
興
よ
り
已
降
︑
皇
家
の
實
錄
に
迄
ぶ
ま
で
︑
年
十
有
七
に
し
て
︑
窺
覽 

略
ぼ
周

あ
ま
ね

し
︒
（
㆒㆒） 

①
兄
へ
の
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
の
講
義
を
聞
き
入
り
︑
②
十
二
歳
で
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
を
一
通
り
理
解
し
た
劉
知
幾
は
︑
③
﹃
史
記
﹄・

﹃
漢
書
﹄・﹃
三
國
志
﹄
を
読
み
︑
十
七
歳
ま
で
に
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
か
ら
唐
の
實
錄
ま
で
︑
あ
ま
ね
く
史
書
を
通
覧
し
た
と
い
う
（
㆒㆓）︒

そ
の
の
ち
︑
科
擧
の
た
め
詩
賦
も
修
め
︑
進
士
と
な
る
と
︑
さ
ら
に
多
く
の
史
書
を
読
み
︑
そ
の
是
非
を
検
討
し
た
が
︑
理
解
者
を
得
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ら
れ
な
か
っ
た
︒
よ
う
や
く
三
十
歳
を
越
え
て
︑
徐
堅
と
親
交
を
結
び
︑
垩
暦
二
（
六
九
九
）
年
︑
三
十
九
歳
の
と
き
に
︑
徐
彥
伯
や
張

說
と
共
に
﹃
三
敎
珠

﹄
を
編
纂
し
た
（
㆒叅）︒
ま
た
︑
共
に
﹃
三
敎
珠

﹄
を
編
纂
し
た
朱
敬
則
︑
共
に
國
史
を
編
纂
し
た
劉
允
済
︑
共
に

﹃
則
天
武
后
實
錄
﹄
を
編
纂
し
︑﹃
貞
觀
政
要
﹄
の
編
者
で
も
あ
る
吳
兢
︑﹃
孝
經
註
疏
﹄
を
著
す
元
行
冲
な
ど
︑
学
問
で
互
い
に
認
め
合

う
友
も
で
き
た
︒
そ
の
こ
ろ
劉
知
幾
は
︑
次
の
よ
う
な
抱
負
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
︒

昔 

①
仲
尼
は
睿
垩
朙
哲
に
し
て
︑
天
縱
の
多
能
な
る
を
以
て
︑
史
籍
の
繁
文
を
覩
︑
覽
る
者
の
一
な
ら
ざ
る
を
懼
れ
︑
詩
を
刪
り

て
三
百
篇
と
爲
し
︑
史
の
記
を
約つ

づ

め
て
以
て
春
秋
を
脩
め
︑
易
衜
を
贊た

す

け
て
以
て
八
索
を
黜
け
︑
ｈ
　

方
を
述
べ
て
以
て
九
丘
を
除

き
︑
墳
典
を
討
論
し
て
︑
斷
つ
こ
と
唐
虞
よ
り
し
︑
以
て
周
に
迄い

た

る
︒
其
の
文
は
不
刊
に
し
て
︑
後
王
の
法
と
爲
る
︒
②
g
　

れ
よ
り

厥
の
後
︑
史
籍 

逾
〻
多
く
︑　

し
く
も
命
世
の
大
才
に
非
ず
ん
ば
︑
孰
か
能
く
其
の
失
を
刊
正
せ
ん
や
︒
嗟あ
あ

予わ

れ
小
子
︑
敢
て
此

の
任
に
當
た
ら
ん
や
︒
其
の
史
傳
に
於
け
る
や
︑
嘗
て
班
・
馬
よ
り
已
降
︑
姚
・
李
・
令
狐
・
顏
・
孔
の
諸
書
に
訖お
よ

ぶ
ま
で
︑
其
の

舊
義
に
因
り
て
︑
普あ
ま
ねく
釐
革
を
加
へ
ざ
る
こ
と
i
か
ら
ん
と
欲
す
︒
③
但
だ
夫
子
の
名
無
き
を
以
て
︑
而
る
に
輒
ち
夫
子
の
事
を
行

は
ば
︑
將
に
驚
を
末
俗
に
致
し
︑
咎
を
時
人
に
取
り
︑
徒

い
た
づ
らに

其
の
勞
有
り
て
︑
之
を
賞
せ
ら
る
る
こ
と
i
　

き
を
恐
る
︒
所ゆ

以ゑ

に
每
に

管ふ
で

を
握
り
て
歎
息
し
︑
遲
回
す
る
者こ
と

之
を
久
し
く
す
︒
之
を
欲
し
て
而
し
て
能
は
ざ
る
に
非
ず
︑
實
に
之
を
能
す
る
も
而
も
敢
て
せ

ざ
る
な
り
（
㆒㆕）︒

劉
知
幾
は
︑
か
つ
て
①
孔
子
が
詩
を
削
り
︑
易
の
法
を
述
べ
︑
魯
の
﹁
史
の
記
﹂
を
縮
め
て
﹃
春
秋
﹄
を
修
め
た
こ
と
を
﹁
後
王
の

法
﹂
と
な
っ
た
と
高
く
評
価
す
る
︒
そ
の
後
︑
②
史
籍
は
大
幅
に
増
え
︑﹁
命
世
の
大
才
﹂
が
そ
れ
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
具
体

的
に
は
︑
司
馬
迁
の
﹃
史
記
﹄
か
ら
顏
師
古
・
孔
穎
逹
の
﹃
隋
書
﹄
本
紀
・
列
傳
ま
で
を
改
め
正
す
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
③
孔
子
の

名
声
な
く
︑
そ
れ
を
行
え
ば
時
人
に
咎
め
ら
れ
︑
い
た
ず
ら
に
苦
労
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
で
き
な
い
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
逡
巡
し
て
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い
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
自
ら
を
孔
子
と
同
等
の
﹁
命
世
の
大
才
﹂
と
位
置
づ
け
る
強
烈
な
自
負
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う
︒そ

の
自
負
が
仇
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
劉
知
幾
は
︑
せ
っ
か
く
﹁
史
臣
﹂
と
な
り
な
が
ら
も
︑
史
局
で
対
立
し
︑
満
足
す
る
仕
事
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒

旣
に
朝
廷
に
意
を
知
る
者
有
り
て
︑
遂
に
載
筆
を
以
て
推
せ
ら
る
︒
是
に
由
り
て
三
た
び
史
臣
と
爲
り
︑
再
び
東
觀
に
入
る
︒
每
に

惟
ふ
に
︑
皇
家 
命
を
受
け
︑
多
く
年
所
を
歷
る
に
︑
史
官
の
編
す
る
所
︑
粗ほ

ぼ
惟た

だ
記
錄
の
み
︒
紀
傳
及と

志
に
至
り
て
は
︑
則
ち

皆 

未
だ
其
の
書
有
ら
ず
と
︒
長
安
中
︑
會
〻
詔
を
奉
じ
て
國
史
を
修
む
に
預
る
︒
今
上
の
卽
位
す
る
に
及
び
︑
H 

則
天
大
垩
皇
后

實
錄
を
敕
撰
す
︒
①
凡
そ
P
　

述
す
る
所
は
︑
嘗つ

ね

に
其
の
舊
議
を
行
は
ん
と
欲
す
︒
而
る
に
當
時
の
同
作
の
諸
士
︑
及
び
監
修
の
貴
臣

は
︑
每
に
其
の
言
と
︑
鑿
枘 

相 
違
ひ
︑
齟
齬
し
て
入
り
難
し
︒
故
に
其
の
載
削
す
る
所
は
︑
皆 

俗
と
與
に
浮
沈
す
︒
自
ら
依
違

從
す
と
謂
ふ
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
猶
ほ
大
い
に
史
官
の
嫉
む
所
と
爲
る
︒
嗟
乎
︑
②
任
は
其
の
ｈ
　

に
當
た
る
と
雖
も
︑
而
も
吾
が

衜 

行
は
れ
ず
︑
時
に
用
ひ
ら
る
る
も
︑
而
も
美
志 
遂
げ
ず
︒
鬱
怏
と
し
て
孤
り
憤
り
︑
以
て
懷
ひ
を
寄
す
る
こ
と
無
し
︒
必
ず
寢や

み
て
言
は
ず
︑
嘿
し
て
述
ぶ
る
無
く
ん
ば
︑
H 
歿
世
の
後
︑
誰
か
予
れ
を
知
る
者
あ
ら
ん
と
恐
る
︒
故
に
退
き
て
③
史
通
を
私
撰

し
て
︑
以
て
其
の
志
を
見
は
す
（
㆒㐅）︒

劉
知
幾
は
︑
唐
の
﹁
國
史
﹂
や
﹃
則
天
大
垩
皇
后
實
錄
﹄
を
著
述
す
る
に
あ
た
り
︑
①
自
ら
の
古
く
か
ら
の
思
い
に
従
っ
て
著
述
し
よ

う
と
し
た
が
︑
同
僚
や
監
修
の
高
官
と
対
立
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
②
史
職
に
就
き
な
が
ら
も
︑
自
分
の
﹁
衜
﹂
を
行
い
得
ず
︑﹁
美
志
﹂

は
遂
げ
ら
れ
な
い
︒
そ
う
し
た
思
い
か
ら
︑
③
﹃
史
通
﹄
を
私
撰
し
て
志
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
︒

劉
知
幾
は
︑﹃
史
通
﹄
忤
時
篇
に
引
く
監
修
國
史
の
蕭
至
忠
へ
の
手
紙
の
冒
頭
に
お
い
て
︑
自
分
が
史
学
に
興
味
を
持
っ
た
契
機
を
次
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の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

僕 

幼
く
し
て
詩
・
禮
を
聞
き
︑
長
じ
て
藝
文
に
涉
り
︑
史
傳
の
言
に
至
り
て
は
︑
尤
も
耽
悅
す
る
所
な
り
︒
①
夫
の
左
史
・
右
史

を
尋
ぬ
れ
ば
︑
是
れ
春
秋
・
尙
書
と
曰
ひ
︑
②
素
王
・
素
臣
は
︑
斯
に
微
婉
志
晦
と
穪
す
（
㆒六）︒

②
素
王
・
素
臣
は
︑
杜
預
の
﹃
春
秋
左
氏
傳
序
﹄
に
︑﹁
仲
尼
は
衞
よ
り
魯
に
反
り
︑
春
秋
を
修
め
︑
素
王
に
立
ち
︑
丘
朙
を
素
臣
と

爲
す
（
仲
尼
自
衞
反
魯
︑
修
春
秋
︑
立
素
王
︑
丘
朙
爲
素
臣
）﹂
と
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
（
㆒柒）︒
続
く
﹁
微
婉
志
晦
﹂
も
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
成

公 

傳
十
四
年
に
︑﹁
春
秋
の
穪
は
微0

に
し
て
顯
は
れ
︑
志0

す
も
晦0

く
︑
婉0

に
し
て
z
を
成
し
︑
盡
く
し
て
汙
な
ら
ず
︑
惡
を
懲
ら
し
て
善

を
勸
む
︒
垩
人
に
非
ず
ん
ば
誰
か
能
く
之
を
脩
め
ん
（
春
秋
之
穪
微
而
顯
︑
志
而
晦
︑
婉
而
成
z
︑
盡
而
不
汙
︑
懲
惡
而
勸
善
︒
非
垩
人

誰
能
脩
之
）﹂
と
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
︒
劉
知
幾
が
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
を
最
も
尊
重
し
て
い
る
こ
と
を
窺
え
よ
う
︒

そ
し
て
︑
①
﹁
左
史
﹂
が
記
録
し
た
も
の
を
﹃
春
秋
﹄︑﹁
右
史
﹂
が
記
録
し
た
も
の
を
﹃
尙
書
﹄
と
捉
え
る
の
も
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
註

疏
﹄
卷
一 

春
秋
序
の
正
義
と
同
じ
で
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
三
十 

藝
文
志
は
︑
左
史
を
﹃
尙
書
﹄︑
右
史
を
﹃
春
秋
﹄
と
し
︑﹃
史
通
﹄
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
﹃
文
心
雕
龒
﹄
も
そ
れ
を
継
承
す
る
︒
だ
が
︑
劉
知
幾
は
︑
太
宗
李
世
民
が
﹁
修
晉
書
詔
﹂
に
お
い
て
﹃
春
秋
左

氏
傳
註
疏
﹄
卷
一 

春
秋
序
の
正
義
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
従
っ
て
い
る
︒
そ
う
し
た
意
味
で
︑
史
局
を
辞
任
し
て
も
︑
劉
知
幾
は
唐

に
忠
実
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑﹃
史
通
﹄
忤
時
篇
は
︑
劉
知
幾
が
自
ら
の
理
想
と
す
る
史
書
を
著
せ
な
か
っ
た
五
つ
の
理
由
と
し
て
︑
⑴
史
書
が
﹁
一
家
の

言
﹂
で
は
な
く
史
家
の
合
作
と
な
っ
た
こ
と
︑
⑵
史
局
に
史
料
が
集
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
︑
⑶
ｉ
狐
や
南
史
の
直
書
が
不
可
能
な
こ
と
︑

⑷
監
修
者
が
置
か
れ
︑
監
修
者
相
互
で
意
見
が
異
な
る
こ
と
︑
⑸
監
修
者
の
仕
事
が
不
十
分
な
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
︒
蕭
至
忠
に
史
官
の

辞
職
を
願
い
出
る
に
至
っ
た
手
紙
で
は
︑
⑷
・
⑸
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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そ
し
て
︑
劉
知
幾
は
﹃
史
通
﹄
辨
ｈ
篇
で
︑
⑴
・
⑷
・
⑸
を
具
体
的
に
論
ず
る
と
共
に
︑
史
官
の
理
想
と
し
て
次
の
三
種
を
掲
げ
て
い

る
︒

史
の
務
め
爲た

る
や
︑
厥
の
途
に
三
有
り
︒
何す

な
は
ち則

︑
①
善
を
彰
は
し
惡
を
貶
む
る
に
︑
強
禦
を
避
け
ざ
る
こ
と
︑
晉
の
ｉ
　

狐
︑
齊
の
南

史
の
n
　

し
︒
此
れ
其
の
上
な
り
︒
②
編
次
勒
成
し
て
︑
鬱
と
し
て
不
朽
を
爲
す
こ
と
︑
魯
の
丘
朙
︑
漢
の
子
長
の
n
　

し
︒
此
れ
其
の

次
な
り
︒
③
高
才
愽
學
も
て
︑
名
は
一
時
に
重
き
こ
と
︑
周
の
史
佚
︑
楚
の
倚
相
の
n
　

し
︒
此
れ
其
の
下
な
り
︒

し
く
も
三
者  

傡
び
に
闕
く
れ
ば
︑
復
た
何
を
か
爲
す
者
な
ら
ん
や
（
㆒丷）︒

こ
の
よ
う
に
現
実
の
史
局
に
絶
望
し
た
劉
知
幾
は
︑
理
想
的
な
史
官
と
し
て
︑
①
﹁
善
を
彰
は
し
惡
を
貶
む
る
に
︑
強
禦
を
避
け
﹂
な

い
晉
の
ｉ
狐
・
齊
の
南
史
を
最
上
と
し
︑
②
史
書
を
編
纂
し
て
不
朽
の
大
作
を
著
し
た
左
丘
明
・
司
馬
遷
を
次
と
し
︑
③
優
れ
た
才
能
と

広
い
学
識
で
︑
高
い
名
声
を
持
っ
た
周
の
史
佚
・
楚
の
倚
相
を
そ
の
次
と
す
る
︒

最
上
と
さ
れ
た
晉
の
ｉ
狐
・
齊
の
南
史
は
︑﹃
尙
書
﹄
畢
命
篇
の
﹁
善
を
彰
は
し
惡
を
癉に
く

む
（
彰
善
癉
惡
）﹂
を
典
拠
と
す
る
勧
善
懲
悪

を
行
う
た
め
に
︑﹃
詩
經
﹄
大
雅 

烝
民
の
﹁
彊
禦
を
畏
れ
ず
（
不
畏
彊
禦
）﹂
を
典
拠
と
す
る
権
力
者
を
恐
れ
な
い
直
書
を
し
た
こ
と
を

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
劉
知
幾
は
︑
権
力
者
に
お
も
ね
ら
な
い
史
官
の
直
書
を
最
も
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
︒

劉
知
幾
が
史
官
の
資
質
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
有
名
な
﹁
史
家
三
長
﹂
も
才
・
學
・
識
を
等
価
値
に
並
べ
る
も
の
で
は
な
い
︒

禮
U
尙
書
の
鄭
惟
忠 

嘗
て
問
ふ
に
︑﹁
古
よ
り
文
士
は
多
き
も
︑
史
才 

少
な
き
は
何
ぞ
や
﹂
と
︒（
劉
知
幾
）
對
へ
て
曰
く
︑﹁
①
史

に
三
長
有
り
︑
才
・
學
・
識
な
り
︒
世
に
之
を
兼
ぬ
る
も
の
罕
な
れ
ば
︑
故
に
史
者は

少
な
し
︒
夫
れ
學
有
り
て
才
無
き
は
︑
猶
ほ
愚

賈 

金
を
操
つ
り
殖
貨
す
る
能
は
ざ
る
が
ご
と
し
︒
才
有
り
て
學
無
き
は
︑
猶
ほ
巧
匠
の
楩
柟
・
斧
斤
無
く
室
を
成
す
能
は
ざ
る
が

ご
と
し
︒
②
善
惡 

必
ず
書
き
︑
驕
君
・
賊
臣
を
し
て
懼
れ
を
知
ら
し
む
れ
ば
︑
此
れ
爲
に
加
ふ
可
き
者
無
し
﹂
と
︒
時 

以
て
篤
論
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と
爲
す
（
㆒玖）︒

こ
の
よ
う
に
劉
知
幾
は
︑
①
史
家
三
長
の
﹁
才
・
學
・
識
﹂
の
う
ち
︑
②
﹁
善
惡 

必
ず
書
き
︑
驕
君
・
賊
臣
を
し
て
懼
れ
を
知
ら
し

む
﹂
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
直
書
す
る
た
め
の
﹁
識
﹂
を
最
も
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
劉
知
幾
の
尊
重
す
る
直
書
と
は
︑

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

二
︑
直
書
と
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄

劉
知
幾
は
直
書
篇
で
︑
史
家
の
任
務
は
事
実
を
直
書
し
て
︑
勧
善
懲
悪
を
述
べ
て
世
に
勧
戒
を
示
す
こ
と
で
あ
る
︑
と
し
た
う
え
で
︑

直
書
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

況
ん
や
①
史
の
務
め
爲た

る
や
︑
申の

ぶ
る
に
勸
戒
を
以
て
し
︑
之
が
風
聲
を
樹た

つ
︒
其
れ
賊
臣
・
逆
子
・
淫
君
・
亂
主
有
り
︑
②
も

し

其
の
事
を
直
書
し
︑
其
の
瑕
を
掩
は
ざ
れ
ば
︑
則
ち
穢
迹 

一
朝
に
彰
は
れ
︑
惡
名 

千
載
に
被
ふ
︒
言
の
是
の
n
　

き
︑
吁 

畏
る
可

き
か
な
︒
夫
れ
爲
す
可
き
の
時
に
爲
せ
ば
則
ち
從
は
れ
︑
③
爲
す
可
か
ら
ざ
る
の
時
に
爲
せ
ば
則
ち
凶
た
り
︒
④
ｉ
　

狐
の
法
を
書
し

て
隱
さ
ず
︑
趙
盾
の
法
の
爲
に
屈
を
受
く
る
が
如
き
は
︑
彼
我 

忤
る
こ
と
無
く
︑
之
を
疑
は
ず
に
行
ひ
︑
然
る
後
に
能
く
其
の
Z

直
を
成
し
︑
名
を
今
古
に
擅
に
す
︒
⑤
齊
史
の
崔
の
弑
す
る
を
書
し
︑
馬
迁
の
漢
の
非
を
述
べ
︑
韋
昭
の
呉
朝
を
仗
正
し
︑
崔
浩
の

諱
を
魏
國
に
犯
す
が
n
き
に
至
り
て
は
︑
或
い
は
身 

斧
鉞
を
膏ち

ぬ
り
︑
笑
を
當
時
に
取
る
︒
或
い
は
書 

窖
に
塡
坑
せ
ら
れ
︑
後
に

聞
ゆ
る
こ
と
無
し
︒
︙
︙
是
を
以
て
世
途
の
多
隘
を
驗
し
︑
實
錄
の
遇
ひ
難
き
を
知
る
に
足
る
の
み
（
㆓零）︒

劉
知
幾
は
︑
①
史
家
の
任
務
は
︑
勧
善
懲
悪
を
述
べ
て
︑
正
し
い
教
え
を
世
に
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
る
が
︑
②
賊
臣
・
逆
子
・
淫

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
册

― 140 ―



君
・
亂
主
の
行
い
を
②
直
書
し
て
隠
さ
な
け
れ
ば
︑
そ
の
汚
点
と
悪
名
は
千
年
も
続
く
も
の
と
な
り
︑
直
言
の
力
は
恐
る
べ
き
も
の
が
あ

る
︑
と
い
う
︒
た
だ
し
︑
③
直
書
す
べ
き
で
な
い
と
き
に
す
れ
ば
凶
と
な
る
と
劉
知
幾
は
述
べ
る
︒
直
言
す
る
こ
と
の
危
険
を
認
識
し
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
④
ｉ
狐
の
直
書
と
そ
れ
に
従
っ
た
趙
盾
を
古
今
に
名
声
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
︑
と
評
価
す

る
︒
⑤
崔
杼
が
君
主
を
弑
殺
し
た
と
直
書
し
た
太
史
は
︑
崔
氏
に
殺
さ
れ
て
い
る
︒
司
馬
迁
・
韋
昭
・
崔
浩
も
同
様
に
迫
害
を
受
け
て
お

り
︑
そ
の
た
め
實
錄
に
出
会
う
こ
と
は
難
し
い
︑
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
一
に
確
認
し
た
い
こ
と
は
︑
劉
知
幾
が
評
価
す
る
④
ｉ
狐
の
直
書
と
は
︑
客
観
的
な
事
実
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
の
で
は
な
い
︑
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
ｉ
狐
の
直
書
に
つ
い
て
は
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
宣
公 

傳
二
年
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

乙
丑
︑
趙
穿 

靈
公
を
桃
園
に
殺
す
︒
宣
子 

未
だ
山
を
出
で
ず
し
て
復
る
︒
太
史 

書
し
て
曰
く
︑﹁
趙
盾 

其
の
君
を
弑
す
﹂
と
︒

以
て
朝
に
示
す
︒
宣
子
曰
く
︑﹁
然
ら
ず
﹂
と
︒
對
へ
て
曰
く
︑﹁
子 

正
卿
と
爲
り
︑
兦
げ
て
p
を
越
え
ず
︑
反
り
て
賊
を
討
た

ず
︑
子
に
非
ず
し
て
誰
ぞ
﹂
と
︒
宣
子
曰
く
︑﹁
嗚
呼
︑
詩
に
曰
く
︑﹁
我
の
懷お
も
ひ︑
自
ら
伊こ

の
慼う
れ
ひを
詒
す
﹂
と
︒
其
れ
我
の
謂
か
な
﹂

と
︒
孔
子
曰
く
︑﹁
ｉ
狐
は
︑
古
の
Z
史
な
り
︑
⑴
法
を
書
し
て
隱
さ
ず
︒
趙
宣
子
は
︑
古
の
Z
大
夫
な
り
︒
⑵
法
の
爲
に
惡
を
受

く
︒
惜
し
い
か
な
︑
p
を
越
ゆ
れ
ば
乃
ち
免
れ
ん
を
﹂
と
（
㆓㆒）︒

⑴
・
⑵
の
字
句
を
そ
の
ま
ま
④
に
用
い
て
い
る
よ
う
に
︑
劉
知
幾
の
﹁
直
書
﹂
と
い
う
概
念
規
定
は
︑﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄
宣
公 

傳
二
年

を
典
拠
と
し
て
い
る
︒
ｉ
狐
が
命
を
懸
け
て
﹁
直
書
﹂
し
た
の
は
︑
自
ら
手
を
下
し
て
い
な
い
趙
盾
を
晉
の
靈
公
の
弑
殺
者
と
記
し
て
︑

大
義
名
分
を
正
す
た
め
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
劉
知
幾
の
言
う
﹁
直
書
﹂
と
は
︑
西
欧
近
代
的
な
客
観
的
な
正
し
さ
︑
あ
る
い
は
﹁
科

学
性
﹂
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
︒
儒
敎
經
典
が
﹁
か
く
あ
る
べ
し
﹂
と
す
る
﹁
正
し
さ
﹂
を
曲
が
ら
ず
に
書
き
記
す
こ
と
な
の
で
あ

る
︒

劉
知
幾
の
史
学
思
想

― 141 ―



第
二
は
︑
劉
知
幾
は
﹁
直
書
﹂
を
②
そ
の
悪
を
隠
し
立
て
し
な
い
で
書
く
こ
と
と
も
規
定
し
て
い
る
が
︑
儒
敎
經
義
で
は
︑
そ
れ
は
一

般
的
な
理
解
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
劉
知
幾
は
︑﹃
史
通
﹄
卷
十
四 

惑
經
で
︑﹁
善
惡 

必
ず
書
す
︑
斯
れ
實
錄
爲た

り
（
善

惡
必
書
︑
斯
爲
實
錄
）﹂
と
述
べ
︑
善
も
悪
も
隠
さ
な
い
で
書
く
こ
と
を
實
錄
︑
す
な
わ
ち
直
書
と
考
え
て
い
る
が
︑
自
ら
続
け
て
︑﹁
夫

子
の
春
秋
を
修
む
る
を
觀
る
や
︑
多
く
賢
者
の
為
に
諱
む
（
觀
夫
子
修
春
秋
也
︑
多
爲
賢
者
諱
）﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄

は
︑
i
公
四
年
︑
閔
公
元
年
︑
僖
公
十
七
年
・
二
十
八
年
︑
昭
公
二
十
年
に
︑﹁
春
秋
は
賢
者
の
爲
に
諱
む
（
春
秋
爲
賢
者
諱
）﹂
と
記

す
︒
ま
た
︑﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
僖
公
十
七
年
に
も
︑﹁
賢
者
の
爲
に
諱
む
な
り
（
爲
賢
者
諱
也
）﹂
と
あ
る
︒
劉
知
幾
が
大
き
な
影
響
を
受

け
た
﹃
文
心
雕
龒
﹄
で
も
︑
信
頼
で
き
る
史
書
を
叙
述
す
る
た
め
に
は
︑﹁
尊
賢
に
隱
諱
す
（
隱
諱
尊
賢
）﹂
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
（﹃
文
心
雕
龒
﹄
卷
四 

史
傳
篇
）︒

こ
れ
に
対
し
て
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
に
は
︑﹁
賢
者
の
爲
に
諱
む
﹂
と
い
う
註
記
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
成
公 

傳
十
四
年

に
︑﹁
故
に
君
子
曰
く
︑﹁
春
秋
の
穪
は
︑
微か
す

か
に
し
て
顯
は
れ
︑
志し
る

し
て
晦
く
︑
婉
に
し
て
z
を
成
し
︑
盡
く
し
て
汙
な
ら
ず
︒
懲
惡
し

て
勧
善
す
︑
垩
人
に
非
ず
ん
ば
誰
か
能
く
之
を
脩
め
ん
﹂
と
（
故
君
子
曰
︑
春
秋
之
穪
︑
微
而
顕
︑
志
而
晦
︑
婉
而
成
文
︒
盡
而
不
汙
︒

懲
惡
而
勸
善
︑
非
垩
人
誰
能
脩
之
）﹂
と
あ
る
傳
文
に
対
し
て
︑
杜
預
が
﹁
其
の
事
を
直
言
し
︑
其
の
事
實
を
盡
く
し
︑
汙
曲
す
る
所
無

し
（
直
言
其
事
︑
盡
其
事
實
︑
無
所
汙
曲
）﹂
と
註
を
付
け
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
劉
知
幾
の
﹁
直
書
﹂
は
︑
公
羊
學
的
な
権
力
者
に
遠
慮
を
す
る
一
般
的
な
直
書
で
は
な
く
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
と
杜
預

註
に
基
づ
く
︑
権
力
者
の
悪
事
を
諱
む
こ
と
の
な
い
﹁
直
書
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹃
春
秋
﹄
を
史
書
の
淵
源
と
し
︑﹃
春
秋
﹄
經
は
︑
孔
子
が

﹁
行
事
﹂
を
託
し
た
左
丘
朙
の
左
氏
傳
を
俟
っ
て
初
め
て
事
実
を
正
し
く
伝
え
得
る
と
考
え
る
劉
知
幾
に
相
応
し
い
主
張
と
言
え
よ
う
︒

た
だ
し
︑
そ
れ
が
難
し
く
︑
ま
た
儒
敎
經
義
の
中
で
も
例
外
的
な
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
︑
劉
知
幾
も
自
覚
し
て
い
た
︒
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E
し
子
は
A
の
爲
に
隱
す
︑
直 

其
の
中
に
在
る
は
︑
論
語
の
順
な
り
︒
外
を
略
に
し
內
を
別
に
し
︑
惡
を
掩
ひ
善
を
揚
ぐ
る
は
︑

春
秋
の
義
な
り
︒
gこ
れ

よ
り
已
降
︑
舊
z
に
卛
由
す
︒
史
氏 

事 

君
7
に
涉
る
こ
と
有
ら
ば
︑
必
ず
言 

多
く
隱
諱
す
︒
直
衜 

足
ら
ず

と
雖
も
︑
而
も
名
敎 

焉
に
存
す
（
㆓㆓）︒

劉
知
幾
は
︑
曲
筆
篇
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
︑
自
ら
の
定
義
す
る
直
書
が
難
し
く
︑
直
書
し
な
く
て
も
︑
儒
敎
に
背
馳
す
る
こ
と
は
な

い
と
考
え
て
い
た
︒
そ
れ
で
も
な
お
︑
劉
知
幾
は
﹃
尙
書
﹄
と
﹃
春
秋
﹄
を
批
判
す
る
理
由
に
︑
両
書
が
﹁
隱
し
諱
﹂
む
書
法
を
持
つ
こ

と
を
挙
げ
て
い
た
︒
劉
知
幾
が
︑
そ
こ
ま
で
自
ら
の
﹁
直
書
﹂
に
拘
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

長
安
三
（
七
〇
三
）
年
︑
張
易
之
・
張
昌
宗
兄
弟
が
︑
武
則
天
に
魏
元
忠
が
謀
反
し
て
い
る
と
誣
告
し
た
際
︑
張
說
は
官
位
を
餌
に
偽

証
を
求
め
ら
れ
た
︒
張
說
は
︑
告
発
を
虚
偽
と
し
︑
欽
州
に
流
罪
と
な
る
が
︑
こ
の
こ
と
か
ら
後
に
中
宗
や
玄
宗
の
信
頼
を
得
た
（
㆓叅）︒
張
說

と
共
に
﹃
三
敎
珠

﹄
の
編
纂
に
加
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る
劉
知
幾
は
︑
そ
の
と
き
次
の
よ
う
に
張
說
に
事
実
を
述
べ
る
こ
と
を
求
め
た
と

い
う
︒起

居
郞
の
劉
知
幾 

H 

謂
ひ
て
曰
く
︑﹁
靑
史
を
汚
し
て
子
孫
の
累
と
爲
る
こ
と
無
か
れ
﹂
と
（
㆓㆕）︒

た
と
え
左
遷
さ
れ
て
も
事
実
を
述
べ
た
張
說
の
事
件
な
ど
を
機
に
︑
劉
知
幾
は
権
力
者
に
迎
合
せ
ず
︑
事
実
を
述
べ
る
こ
と
を
直
書
と

し
て
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
㆓㐅）︒

し
た
が
っ
て
︑
西
晉
建
国
の
過
程
で
︑
司
馬
昭
が
高
貴
鄕
公
の
曹
髦
を
弑
殺
し
た
こ
と
を
西
晉
（
金
行
）
の
史
家
が
諱
ん
で
記
さ
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
劉
知
幾
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
︒

案
ず
る
に
金
行
の
歷
に
在
る
に
︑
史
氏 

尤
も
多
し
︒
宣
・
景
の
開
基
の
始
︑
曹
・
馬
の
构
紛
の
際
に
當
た
り
て
︑
或
い
は
營
を
渭

曲
に
列
し
て
武
侯
に
屈
せ
ら
れ
︑
或
い
は
仗
を
雲
臺
に
發
し
て
傷
を
成
濟
に
取
る
も
︑
①
陳
壽
・
王
隱
は
咸 

口
を
杜と

ざ

し
て
言
ふ
無
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く
︑
陸
機
・
虞
預
は
各
〻
毫
を
栖と

ど

め
て
述
ぶ
る
靡
し
︒
習
鑿
齒
に
至
り
︑
乃
ち
申
す
に
死
せ
る
F 

逹
を
走
ら
す
の
說
を
以
て
し
︑

②
干
令
升 

亦
た
斥
す
る
に
︑
戈
を
抽
き
蹕
を
犯
す
の
言
を
以
て
す
︒
歷
代
の
厚
誣
︑
一
朝
に
雪
が
る
る
が
如
し
︒
斯
の
人
の
事
を

書
す
を
考
ふ
る
に
︑
E
し
③
近
古
の
遺
直
な
る
か
（
㆓六）︒

司
馬
昭
が
皇
帝
（
高
貴
鄕
公
）
の
曹
髦
を
成
濟
に
弑
殺
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
①
陳
寿
の
﹃
三
國
志
﹄
も
王
隱
の
﹃
晉
書
﹄
は
何
も

言
う
こ
と
は
な
く
︑
陸
機
の
﹃
晉
紀
﹄
も
虞
預
の
﹃
晉
書
﹄
も
同
様
で
あ
っ
た
と
劉
知
幾
は
批
判
す
る
︒
し
か
し
︑
陳
壽
は
︑﹁
五
⺼
己

丑
︑
高
貴
鄕
公
卒
︒
年
二
十
﹂
と
記
し
て
お
り
︑
何
焯
が
劉
知
幾
に
反
論
す
る
よ
う
に
︑
陳
壽
は
﹃
春
秋
﹄
の
筆
法
に
基
づ
き
︑
高
貴
鄕

公
の
弑
殺
を
公
羊
學
的
な
意
味
で
は
直
書
し
て
い
る
（
㆓柒）︒

こ
こ
で
は
︑
そ
れ
は
措
く
と
し
て
︑
劉
知
幾
の
主
張
に
戻
る
と
︑
②
干
寶
の
﹃
晉
紀
﹄
が
よ
う
や
く
﹁
戈
を
抽
き
蹕
を
犯
す
﹂
と
い
う

表
現
に
よ
り
︑
成
濟
に
よ
る
高
貴
鄕
公
の
弑
殺
を
仄
め
か
す
こ
と
で
︑
歴
代
覆
わ
れ
て
き
た
偽
り
が
一
朝
で
雪
が
れ
た
と
劉
知
幾
は
い

う
︒﹃
三
國
志
﹄
卷
四 

三
少
帝
紀
の
裴
松
之
註
に
は
︑
次
の
よ
う
に
干
寶
の
﹃
晉
紀
﹄
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

干
寶
の
晉
紀
に
曰
く
︑﹁
成
濟 

賈
充
に
問
ひ
て
曰
く
︑﹁
事
は
急
な
り
︒
之
を
n
何
せ
ん
﹂
と
︒
充
曰
く
︑﹁
公
の
汝
ら
を
畜
養
す
る

は
︑
今
日
の
事
が
爲
な
り
︒
夫
れ
何
を
か
疑
は
ん
﹂
と
︒
濟
曰
く
︑﹁
然
り
﹂
と
︑
乃
ち
戈
を
抽
き
蹕
を
犯
す
﹂
と
（
㆓丷）︒

こ
の
よ
う
に
高
貴
鄕
公
を
弑
殺
し
た
成
濟
の
背
後
に
司
馬
昭
が
い
る
と
明
記
す
る
干
寶
の
記
述
を
直
書
と
認
識
し
て
︑
劉
知
幾
は
干
寶

を
﹁
遺
直
﹂
と
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
劉
知
幾
が
裴
松
之
の
史
料
批
判
に
基
づ
く
結
論
に
︑
従
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
裴
松
之
は
︑
西
晉
の
干
寶

﹃
晉
紀
﹄
以
外
に
も
︑
東
晉
の
習
鑿
齒
﹃
漢
晉
春
秋
﹄︑
西
晉
の
郭
頒
﹃
世
語
﹄︑
西
晉
の
傅
暢
﹃
晉
諸
公
贊
﹄︑
東
晉
の
孫
L
﹃
魏
氏
春

秋
﹄︑
作
者
未
詳
の
﹃
魏
末
傳
﹄
の
記
事
を
引
用
し
た
う
え
で
︑
次
の
よ
う
な
述
べ
て
い
る
︒
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臣
松
之 

以
爲
へ
ら
く
︑
習
鑿
齒
の
書
︑
最
も
後
に
出
づ
と
雖
も
︑
然
れ
ど
も
此
の
事
を
述
ぶ
る
に
差ほ
ぼ

次
第
有
り
と
︒
故
に
先
づ
習

の
語
を
載
せ
︑
其
の
餘
の
言
ふ
所
の
微
A
あ
る
者
を
以
て
其
の
後
に
次
ぐ
（
㆓玖）︒

こ
の
よ
う
に
裴
松
之
は
︑
A
聞
を
集
め
︑
史
料
批
判
を
行
っ
た
う
え
で
︑
習
鑿
歯
の
﹃
漢
晉
春
秋
﹄
が
最
も
事
件
を
秩
序
だ
っ
て
伝
え

て
い
る
と
結
論
づ
け
る
︒
し
か
し
︑
劉
知
幾
は
こ
れ
に
従
わ
な
い
︒
史
学
に
と
っ
て
事
実
を
記
す
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
︑
時
代
が
近

い
場
合
に
は
直
書
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
劉
知
幾
も
認
め
て
い
る
以
上
︑
事
実
に
近
づ
く
最
も
合
理
的
な
方
法
は
︑
裴
松
之
の
よ
う

に
﹁
A
聞
﹂
を
可
能
な
限
り
集
め
︑
そ
れ
を
相
互
に
比
較
し
て
︑
事
実
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
︑
劉
知
幾
は
︑
先
行
す
る

裴
松
之
の
方
法
論
に
従
わ
ず
︑
い
た
ず
ら
に
﹁
直
書
﹂
を
求
め
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

三
︑
A
聞
と
史
料
批
判

劉
知
幾
は
︑﹃
史
通
﹄
補
註
篇
の
中
で
︑
史
書
へ
の
註
を
四
種
に
分
け
︑
經
書
の
註
を
継
承
す
る
訓
詁
の
註
を
高
く
評
価
す
る
︒
そ
の

一
方
で
︑
人
物
の
雑
記
に
註
を
つ
け
た
も
の
︑
史
家
の
自
註
は
評
価
し
な
な
い
︒
同
じ
く
﹁
A
聞
を
廣
﹂
め
る
註
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う

に
批
判
し
て
い
る
︒

次
に
①
好
事
の
子
︑
A
　

聞
を
廣
む
る
を
思
ひ
︑
而
る
に
才
は
短
に
し
て
力
は
微
な
れ
ば
︑
②
自
ら
逹
す
る
能
は
ず
︑
驥
尾
に
憑
り
︑

千
里
に
羣
を
絕
ゆ
る
を
庶
ひ
︑
遂
て
乃
ち
③
眾
史
の
A
　

辭
を
掇
め
︑
歬
書
の
闕
く
る
所
を
補
ふ
も
の
有
り
︒
裴
松
之
の
三
國
志
︑
陸

澄
・
劉
昭
の
兩
漢
書
︑
劉
彤
の
晉
紀
︑
劉
孝
標
の
世
說
の
類
の
n
き
は
是
れ
な
り
（
叅零）︒

裴
松
之
の
﹃
三
國
志
﹄
註
は
︑
③
﹁
眾
史
の
A
辭
を
掇
め
︑
歬
書
の
闕
く
る
所
を
補
ふ
も
の
﹂
と
い
う
①
﹁
A
聞
を
廣
﹂
め
る
註
の
筆
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頭
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
劉
知
幾
が
批
判
す
る
の
は
︑﹁
A
聞
を
廣
﹂
め
る
手
段
と
し
て
︑
②
﹁
自
ら
逹
す
る
能
は
ず
︑

驥
尾
に
憑
﹂
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
A
聞
を
廣
﹂
め
る
こ
と
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
︒

劉
知
幾
の
﹁
A
聞
﹂
批
判
の
直
接
的
な
典
拠
は
︑﹃
史
記
﹄
を
続
成
し
た
班
彪
の
事
績
で
あ
る
︒

（
班
）
彪 
旣
に
才
高
く
し
て
述
作
を
好
み
︑
遂
に
心
を
史
籍
の
閒
に
專
ら
に
す
︒
武
帝
の
時
︑
司
馬
迁
は
史
記
を
P
す
も
︑
太
K
よ

り
以
後
は
︑
闕
き
て
錄
せ
ず
︒
後
に
⑴
好
事
の
者 

頗
る
時
事
を
綴
集
す
る
或
り
︒
然
れ
ど
も
鄙
俗
多
く
︑
以
て
其
の
書
を
踵
繼
す

る
に
足
ら
ず
︒
彪 
乃
ち
繼
ぎ
て
歬
史
の
遺
事
を
採
り
︑
傍あ
ま
ねく
⑵
A
　

聞
を
貫
き
て
︑
後
傳
數
十
篇
を
作
り
︑
因
り
て
⑶
歬
史
を
斟
酌
し

て
得
失
を
譏
正
す
（
叅㆒）︒

前
掲
﹃
史
通
﹄
と
⑴
﹁
好
事
の
者
﹂・
⑵
﹁
A
聞
﹂
が
共
通
す
る
よ
う
に
︑
劉
知
幾
の
典
拠
は
班
彪
の
事
績
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
班
彪

は
﹃
後
傳
﹄
數
十
篇
に
よ
り
︑
⑶
﹁
歬
史
を
斟
酌
し
て
得
失
を
譏
正
﹂
し
た
と
さ
れ
て
お
り
︑﹃
史
記
﹄
の
得
失
を
よ
く
調
べ
て
誤
り
を

正
し
た
班
彪
の
﹁
A
聞
﹂
を
貫
く
態
度
は
︑
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

劉
知
幾
は
︑
前
掲
の
部
分
に
続
け
て
︑
裴
松
之
の
註
を
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
︒

其
の
得
失
を
榷は
か

り
︑
其
の
利
害
を
求
む
れ
ば
︑
少
朞 
國
志
に
集
註
し
て
︑
以
て
承
祚
の
遺
す
所
を
廣
め
し
も
︑
而
る
に
①
A
　

同
を

喜
び
d
　

め
︑
刊
定
を
加
へ
ず
︑
其
の
擊
難
を
恣
に
し
︑
坐
な
が
ら
に
煩
o
　

を
長
ぜ
し
む
︒
其
の
書
成
る
の
表
獻
を
觀
る
に
︑
自
ら
蜜

蜂
の
兼
採
す
る
に
比な
ぞ
らふ
る
も
︑
②
但
だ
ｇ
　

G
　

だ
に
分
け
ず
︑
以
て
味 

萍
實
に
同
じ
き
者
と
す
る
は
難
き
か
な
（
叅㆓）︒

裴
松
之
（
少
朞
）
の
註
は
︑
①
A
聞
を
集
め
る
こ
と
を
喜
ぶ
だ
け
で
︑
陳
壽
（
承
祚
）
の
本
文
や
A
聞
そ
の
も
の
を
削
り
正
す
こ
と
は

な
く
︑
A
聞
が
本
文
を
攻
撃
す
る
ま
ま
に
し
た
︑
と
い
う
︒
あ
た
か
も
︑
蜜
蜂
が
集
め
て
き
た
蜜
を
②
甘
い
も
の
と
苦
い
も
の
に
分
け
ら

れ
な
い
か
の
よ
う
に
︑
雑
然
と
相
応
し
い
書
籍
と
そ
う
で
な
い
書
籍
と
を
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
︑
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
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ち
︑
劉
知
幾
は
︑
裴
松
之
の
史
料
批
判
と
い
う
方
法
論
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
（
叅叅）︑
裴
松
之
が
﹁
A
聞
﹂
と
し
て
集
め
た

書
籍
の
中
に
︑
相
応
し
く
な
い
書
籍
が
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

劉
知
幾
が
求
め
た
の
は
︑
班
彪
が
﹁
A
聞
﹂
を
貫
く
こ
と
で
︑﹃
史
記
﹄
の
得
失
を
よ
く
調
べ
て
誤
り
を
正
し
た
よ
う
に
︑
本
文
を
正

し
得
る
書
籍
で
正
し
︑
誤
っ
た
書
籍
は
引
用
せ
ず
に
︑
得
失
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
は
︑
本
文
を
正
し
得
る
﹁
A
聞
﹂

に
相
応
し
い
書
籍
︑
あ
る
い
は
引
用
す
べ
き
で
は
な
い
正
し
く
な
い
書
籍
と
は
︑
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
︑
何
を
基
準
と
し
て

分
類
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

劉
知
幾
の
よ
う
に
﹁
A
聞
﹂
を
参
考
に
す
べ
き
書
籍
と
︑
そ
う
で
な
い
書
籍
に
分
け
る
こ
と
は
︑
す
で
に
後
漢
の
事
例
を
別
々
に
で
は

あ
る
が
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
評
価
さ
れ
る
べ
き
﹁
A
聞
﹂
か
ら
掲
げ
よ
う
︒
後
漢
の
楊
終
は
︑
白
虎
觀
会
議
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う

に
そ
の
﹁
A
聞
﹂
を
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

（
楊
）
終 

H 

言
ふ
に
︑﹁
宣
帝 

愽
く
羣
儒
を
徵
し
︑
五
經
を
石
渠
閣
に
論
定
す
︒
方
今 

天
下
は
事
少
な
く
︑
學
者
は
其
の
業
を
成

す
こ
と
を
得
る
も
︑
而
れ
ど
も
①
z
　

句
の
徒
︑
大
體
を
破
壞
す
︒
宜
し
く
石
渠
の
故
事
の
如
く
に
し
て
︑
永
く
後
世
の
則
と
爲
す
べ

し
﹂
と
︒
是
に
於
て
諸
儒
に
詔
し
て
白
虎
觀
に
於
て
同
A
を
論
考
せ
し
む
︒
會

た
ま
た
ま

終
は
事
に
坐
し
て
獄
に
繫
が
る
︒
愽
士
の
趙
愽
・

校
書
郞
の
班
固
・
賈
逵
ら
︑
②
終
の
深
く
春
秋
に
曉あ

か

る
く
︑
學
に
A
　

聞
多
き
を
以
て
︑
表
し
て
之
を
請
ふ
︒
終 

H 

上
書
し
て
自
ら

訟
へ
︑
卽
日 

貰ゆ
る

さ
れ
出
で
︑
乃
ち
白
虎
觀
に
與
る
こ
と
を
得
た
り
︒
後
に
詔
を
受
け
て
③
太
史
公
書
を
刪
り
て
十
餘
萬
言
と
爲
す
（
叅㆕）︒

後
漢
の
z
帝
朞
の
楊
終
は
︑
宣
帝
朞
の
石
渠
閣
会
議
の
後
︑
學
者
が
①
﹁
z
句
﹂
の
學
︑
す
な
わ
ち
經
書
の
字
句
の
意
味
を
解
釈
す
る

訓
詁
學
に
終
始
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
經
學
の
根
幹
を
破
壊
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
︒
石
渠
閣
の
よ
う
な
会
議
を
開
く
べ
き
と
上
奏
し
た

の
ち
︑
た
ま
た
ま
獄
に
繫
が
れ
て
い
た
が
︑
班
固
・
賈
逵
ら
古
文
學
者
も
︑
春
秋
公
羊
學
者
で
あ
る
楊
終
が
②
﹃
春
秋
﹄
に
明
る
く
﹁
A
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聞
﹂
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
会
議
へ
の
参
加
を
上
奏
し
た
の
で
あ
る
︒

楊
終
が
身
に
つ
け
て
い
た
﹁
A
聞
﹂
は
︑
評
価
さ
れ
る
べ
き
そ
れ
で
あ
っ
た
︒﹃
後
漢
書
﹄
の
楊
終
傳
に
よ
れ
ば
︑
楊
終
の
上
奏
は
︑

﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
の
ほ
か
︑
史
書
に
書
か
れ
た
﹁
事
﹂
を
典
拠
と
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
楊
終
が
③
﹃
太
史
公
書
﹄
を
刪
輯
し
て
い
る
こ

と
は
︑
楊
終
の
﹁
A
聞
﹂
の
内
容
を
端
的
に
物
語
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
A
聞
﹂
は
︑﹃
春
秋
﹄
や
史
書
に
描
か
れ
た
歴
史
的
な
﹁
事
﹂
で
あ

り
︑
そ
れ
は
国
政
の
基
準
と
し
て
︑
あ
る
い
は
經
義
を
定
め
る
基
準
と
し
て
︑
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
後
漢
の
桓
譚
は
︑
讖
緯
書
と
い
う
﹁
A
聞
﹂
を
信
奉
す
る
光
武
帝
に
︑
次
の
よ
う
に
諫
言
し
て
い
る
︒

凡
そ
人
情
は
見
事
を
忽
ゆ
る
が
せに
し
て
①
A
　

聞
を
貴
ぶ
も
︑
先
王
の
記
述
す
る
所
を
觀
る
に
︑
咸 

仁
義
・
正
衜
を
以
て
本
と
爲
し
︑
②
奇

怪
・
虛
誕
の
事
有
る
に
非
ず
︒
E
し
③
天
衜
・
性
命
は
︑
垩
人
も
言
ふ
を
難は
ば
かる
所
な
り
︒
子
貢
よ
り
以
下
︑
得
て
聞
か
ず
︑
況
ん
や

後
世
の
淺
儒
︑
能
く
之
に
通
ぜ
ん
や
︒
今
の
諸
も
ろ
も
ろの
巧
慧
小
才
な
る
④
伎
數
の
人
︑
圖
・
書
を
增
益
し
︑
讖
記
を
矯
穪
し
て
︑
以
て
貪

邪
を
欺
惑
し
︑
人
主
を
詿
誤
す
︒
焉
ん
ぞ
之
を
抑
遠
せ
ざ
る
可
け
ん
や
（
叅㐅）︒

桓
譚
は
︑
①
﹁
A
聞
﹂
を
尊
重
す
る
こ
と
は
人
情
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
︑
先
王
の
記
し
た
經
典
に
は
︑
②
奇
怪
・
虚
妄
の
事
は
な

く
︑
な
か
で
も
③
天
衜
と
性
命
は
︑
垩
人
も
言
う
の
を
憚
っ
た
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
典
拠
は
﹃
論
語
﹄
で
あ
る
（
叅六）︒
そ

の
う
え
で
︑
い
ま
④
方
數
の
者
ど
も
が
︑
河
圖
・
洛
書
を
い
た
ず
ら
に
増
や
し
︑
讖
記
を
偽
称
し
て
い
る
こ
と
﹁
A
聞
﹂
の
具
体
的
事
例

と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
の
﹁
A
聞
﹂
は
︑﹁
不
經
﹂
で
あ
る
讖
緯
書
の
こ
と
で
あ
り
︑
断
固
と
し
て
そ
れ
を
廃
す
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
た

だ
し
︑
桓
譚
ら
讖
緯
思
想
を
﹁
不
經
﹂
と
す
る
者
は
︑
後
漢
で
は
異
端
で
あ
り
︑
今
文
官
學
や
鄭
玄
学
で
も
︑
讖
緯
思
想
は
﹁
經
﹂
の
解

釈
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
叅柒）︒
こ
こ
で
は
︑﹁
不
經
﹂
な
記
録
を
﹁
A
聞
﹂
と
呼
ん
で
︑
批
判
す
る
事
例
を
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
︒
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す
な
わ
ち
︑
と
も
に
﹁
A
聞
﹂
と
総
称
さ
れ
て
い
て
も
︑
そ
れ
が
﹃
春
秋
﹄
な
ど
の
﹁
經
﹂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
︑
規
範
と
す
べ

き
﹁
事
﹂
を
述
べ
る
も
の
と
な
り
︑﹁
不
經
﹂
と
考
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
厳
し
く
批
判
す
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
後
漢
に
お
け
る
﹁
A
聞
﹂
の
概
念
を
継
承
し
な
が
ら
︑
劉
知
幾
は
讖
緯
思
想
を
次
の
よ
う
に
承
認
し
て
い
る
︒

①
怪
力
亂
神
は
︑
宣
尼 

語
ら
ず
︒
而
れ
ど
も
鬼
に
事
へ
福
を
求
む
る
は
︑
墨
生
の
信
ず
る
所
な
り
︒
故
に
垩
人 

其
の
間
に
於
て
︑

存
す
る
が
n
く
兦
す
る
が
n
く
す
る
の
み
︒
②
燕
の
卵
を
吞
み
て
商
は
生
ま
れ
︑
龒
漦
を
諬
き
て
周
は
滅
び
︑
厲
は
門
を
壞
し
て
以

て
晉
に
禍
ひ
し
︑
③
鬼
は
社
に
謀
り
て
曹
を
兦
ぼ
し
︑
江
使
は
璧
を
秦
皇
に
﨤
し
︑
圯
橋
に
書
を
漢
相
に
授
く
の
n
き
は
︑
④
此
れ

則
ち
事
は
軍
國
に
關
わ
り
︑
理
は
興
兦
に
涉
り
︑
有
し
て
之
を
書
き
て
︑
以
て
靈
驗
を
彰
ら
か
に
す
る
は
︑
可
な
り
︒
而
る
に
⑤
王

隱
・
何
法
L
　

の
徒
の
撰
す
る
所
の
晉
史
︑
乃
ち
專
ら
州
閭
の
細
事
︑
委
巷
の
瑣
言
を
訪
ね
︑
d
　

め
て
之
を
編
み
︑
目
し
て
鬼
神
傳
錄

を
爲
す
も
︑
其
の
事
は
要
に
非
ず
︑
其
の
言
は
不
經
な
り
︒
⑥
三
史
の
書
く
所
︑
五
經
の
載
す
る
所
に
A
　

な
る
な
り
（
叅丷）︒

劉
知
幾
は
︑﹃
論
語
﹄
先
進
篇
を
踏
ま
え
て
︑
孔
子
（
宣
尼
）
は
︑
①
怪
力
亂
神
を
語
ら
な
か
っ
た
と
す
る
︒
だ
が
︑
讖
緯
思
想
は
︑

②
・
③
の
よ
う
に
肯
定
す
る
︒
そ
れ
は
︑
②
天
帝
が
玄
鳥
（
燕
）
の
卵
と
な
っ
て
降
り
︑
そ
の
卵
を
簡
狄
が
呑
ん
で
殷
（
商
）
の
始
祖
で

あ
る
契
を
生
ん
だ
こ
と
が
︑﹃
史
記
﹄
卷
三 

殷
本
紀
に
も
見
え
る
こ
と
に
よ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
説
は
︑﹃
詩
經
﹄
商
頌 

玄
鳥
に
お
い
て
︑

毛
傳
に
従
わ
ず
に
鄭
箋
が
展
開
す
る
感
生
帝
説
で
も
あ
る
︒
周
の
始
祖
伝
説
を
語
る
﹃
詩
經
﹄
大
雅 

生
民
に
お
け
る
鄭
箋
の
感
生
帝
説

が
︑﹃
河
圖
﹄
や
﹃
尙
書
中
候
﹄
を
直
接
の
典
拠
と
し
て
い
る
よ
う
に
（
叅玖）︑
鄭
玄
の
感
生
帝
説
は
讖
緯
思
想
を
背
景
と
し
て
い
る
︒
劉
知
幾

は
︑
隋
に
は
発
行
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
﹃
緯
書
﹄
に
基
づ
く
讖
緯
思
想
を
經
書
や
史
書
に
記
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑
排
除
す
べ
き
﹁
A

聞
﹂
と
は
見
な
さ
な
い
の
で
あ
る
︒
唐
初
は
︑
緯
書
を
根
底
に
置
く
鄭
玄
學
は
︑
官
學
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
③
は
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
哀
公 

傳
七
年
を
典
拠
と
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
曹
の
人
が
︑
多
く
の
君
子
（
鬼
）
に
曹
の
始
祖
の
叔
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振
鐸
が
︑
公
孫
彊
の
来
る
ま
で
曹
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
待
っ
て
欲
し
い
︑
と
言
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
夢
を
見
て
︑
公
孫
彊
が
曹
伯
の
陽
に

用
い
ら
れ
︑
曹
が
滅
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
る
︒
簡
単
に
言
え
ば
︑
こ
れ
も
孔
子
が
説
か
な
か
っ
た
は
ず
の
①
﹁
怪
力
亂
神
﹂
の
話
で
あ

る
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
︑
劉
知
幾
は
︑
④
﹁
軍
國
に
關
わ
り
︑
理
は
興
兦
に
涉
﹂
る
こ
と
を
理
由
に
︑﹁
之
を
書
き
て
︑
以
て
靈
驗
を
彰

ら
か
﹂
に
す
る
こ
と
は
︑﹁
可
﹂
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
劉
知
幾
は
②
﹃
詩
經
﹄
や
③
﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
を
典
拠
と
す
る
限
り
︑
①
﹁
怪
力
亂
神
﹂
の
話
で
あ
っ
て
も
︑
排
除
す

べ
き
﹁
A
聞
﹂
と
は
し
な
い
︒﹁
不
經
﹂
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
劉
知
幾
は
︑
⑥
﹁
三
史
の
書
く
所
︑
五
經
の
載
す
る
所
に

A
な
る
﹂
も
の
を
﹁
不
經
﹂
と
し
な
い
よ
う
に
︑﹁
三
史
﹂
な
ど
唐
が
正
史
と
認
識
し
た
史
書
の
記
述
も
︑
排
除
す
べ
き
﹁
A
聞
﹂
と
は

し
な
い
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
劉
知
幾
が
﹁
不
經
﹂
と
し
て
排
除
す
る
﹁
A
聞
﹂
は
︑
⑤
東
晉
の
王
隱
﹃
晉
書
﹄
鬼
神
傳
や
劉
宋
の
何
法
L
﹃
晉
中

興
書
﹄
鬼
神
錄
に
記
さ
れ
た
﹁
鬼
神
﹂
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
史
書
は
︑
正
史
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

そ
う
し
た
記
述
は
︑﹁
不
經
﹂
と
さ
れ
︑
排
除
す
べ
き
﹁
A
聞
﹂
と
し
て
批
判
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
劉
知
幾
は
︑
魏
晉
以
降
の
批
判
す
べ

き
﹁
A
聞
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

e

 

愽
く
眾
書
に
採
り
︑
漢
典
を
裁
成
す
︒
其
の
取
る
所
を
觀
る
に
︑
頗
る
奇
工
有
り
︒
方
術
篇
及と

諸
〻
蠻
夷
傳
に
︑
乃
ち
①
王

喬
・
左
慈
・
禀
君
・
槃
瓠
を
錄
す
る
に
至
り
て
は
︑
言
は
唯
だ
迂
誕
に
し
て
︑
事
は
多
く
詭
越
た
り
︒
美
玉
の
瑕
︑
白
圭
の
玷
と
謂

ふ
可
し
︒
惜
し
い
か
な
︑
是
れ
無
く
ん
ば
可
な
り
︒
H 

魏
晉
よ
り
已
降
︑
P
述
は
多
門
に
し
て
︑
②
語
林
・
笑
林
・
世
說
・
俗
說

は
︑
皆 

喜
び
て
啁
謔
の
小
辨
︑
嗤
鄙
の
A
　

聞
を
載
せ
︑
有
識
の
譏
る
所
と
爲
る
と
雖
も
︑
頗
る
無
知
の
悅
ぶ
所
と
爲
る
︒
而
し
て

斯
の
風
一
扇
し
︑
國
史
も
同
じ
こ
と
多
し
︒
︙
︙
固
よ
り
功
を
記
し
過
を
書
し
︑
善
を
彰
は
し
惡
を
癉な
や
ます
者
に
A
な
る
な
り
（
㆕零）︒
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劉
知
幾
は
︑
正
史
で
あ
る
e

の
﹃
後
漢
書
﹄
を
評
価
し
な
が
ら
も
︑
①
﹁
王
喬
・
左
慈
﹂
と
い
う
仙
人
︑﹁
禀
君
・
槃
瓠
﹂
と
い
う

西
南
夷
の
始
祖
伝
説
を
採
録
し
︑
そ
の
言
が
﹁
迂
誕
﹂（
で
た
ら
め
）
で
︑
事
が
﹁
詭
越
﹂（
矛
盾
）
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
︒
正
史
の
記

述
で
あ
れ
ば
︑
す
べ
て
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
王
喬
は
鳥
に
乗
っ
て
朝
廷
に
至
り
︑
左
慈
は
羊
に
化
け
て
曹
操
か
ら
逃

れ
た
と
﹃
後
漢
書
﹄
は
記
録
す
る
が
（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
七
十
二 

方
術
傳
）︑
劉
知
幾
は
そ
れ
を
孔
子
が
批
判
す
る
﹁
怪
力
亂
神
﹂
の
話

に
分
類
す
る
︒
ま
た
︑﹃
後
漢
書
﹄
は
︑
禀
君
は
魂
魄
が
世
々
白
虎
と
な
っ
た
巴
郡
南
郡
蠻
の
祖
で
あ
り
︑
槃
瓠
は
狗
で
そ
の
子
孫
が
長

沙
武
陵
蠻
と
記
述
す
る
が
（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
七
十
六 

南
蠻
傳
）︑
そ
の
話
は
漢
民
族
の
感
生
帝
説
に
近
い
︒
し
か
し
︑
似
た
よ
う
な
話

で
あ
り
な
が
ら
︑
劉
知
幾
は
﹃
詩
經
﹄・﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
に
記
さ
れ
る
﹁
A
聞
﹂
は
﹁
可
﹂
と
し
︑
經
で
は
な
い
﹃
後
漢
書
﹄
が
記
す
仙

人
や
蛮
族
の
祖
は
︑
尊
重
す
べ
き
﹁
A
聞
﹂
に
含
む
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
帝
王
と
異
民
族
と
い
う
対
象
の
違
い
も
あ
る

が
︑
劉
知
幾
の
判
断
基
準
は
︑﹁
史
﹂
よ
り
も
﹁
經
﹂
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
い
得
る
︒

ま
た
︑
劉
知
幾
は
︑
②
東
晉
の
裴
諬
﹃
語
林
﹄・
後
漢
の
邯
鄲
淳
﹃
笑
林
﹄・
劉
宋
の
劉
義
慶
﹃
世
說
D
語
﹄・
梁
の
沈
約
﹃
俗
說
﹄
を

﹁
啁
謔
の
小
辨
﹂（
滑
稽
な
く
だ
ら
な
い
話
）
で
﹁
嗤
鄙
の
A
聞
﹂（
つ
ま
ら
な
い
A
聞
）
と
し
て
︑
そ
れ
を
﹁
國
史
﹂
に
ま
で
載
せ
る
こ

と
を
厳
し
く
批
判
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹃
史
通
﹄
採
撰
篇
に
お
い
て
︑﹃
語
林
﹄・﹃
世
說
D
語
﹄
な
ど
の
﹁
恢
諧
小
辨
﹂（
つ
ま
ら

な
い
言
葉
）︑﹃
幽
朙
錄
﹄・﹃
搜
神
記
﹄
な
ど
の
﹁
神
鬼
怪
物
﹂（
怪
異
な
話
柄
）
と
い
う
二
種
に
分
け
て
劉
知
幾
が
批
判
す
る
﹃
世
說
D

語
﹄
と
﹃
搜
神
記
﹄
を
か
つ
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
㆕㆒）︒
結
論
だ
け
述
べ
れ
ば
︑
中
国
近
代
に
お
い
て
魯
迅
が
﹁
小
説
﹂
と
位
置
づ
け
た

﹃
搜
神
記
﹄
や
﹃
世
說
D
語
﹄
は
︑
書
か
れ
た
時
代
に
お
い
て
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
史
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ら
を
﹃
史
通
﹄
が
排
除
す
べ
き

﹁
A
聞
﹂
と
し
て
批
判
す
る
の
は
︑
両
者
が
﹁
經
﹂
の
範
疇
を
外
れ
る
こ
と
に
よ
る
︒
顏
師
古
の
﹃
漢
書
﹄
註
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

﹁
史
﹂
の
﹁
經
﹂
へ
の
回
帰
は
（
㆕㆓）︑﹃
搜
神
記
﹄
や
﹃
世
說
D
語
﹄
を
﹁
史
﹂
の
範
囲
に
含
ま
な
く
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
後
継
書
を
含
め
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た
﹃
搜
神
記
﹄
は
︑
や
が
て
﹁
史
﹂
を
逸
脱
し
て
﹁
子
﹂
の
小
説
類
の
一
分
野
を
形
成
し
て
い
く
︒

こ
の
よ
う
に
︑
劉
知
幾
の
﹁
A
聞
﹂
に
対
す
る
態
度
は
︑﹁
經
﹂
で
あ
る
か
﹁
不
經
﹂
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
︑
同
様
な
内
容
で
あ
っ
て

も
前
者
は
許
容
さ
れ
︑
後
者
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒
裴
松
之
の
﹃
三
國
志
﹄
註
が
劉
知
幾
に
批
判
さ
れ
る
の
は
︑

裴
松
之
の
集
め
た
﹁
A
聞
﹂
の
中
に
︑
排
除
す
べ
き
﹁
不
經
﹂
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
︒

史
書
の
始
ま
り
に
︑
經
の
﹃
尙
書
﹄
と
﹃
春
秋
﹄
を
置
く
こ
と
で
︑
史
を
儒
敎
の
中
に
位
置
づ
け
た
劉
知
幾
は
︑﹁
不
經
﹂
の
も
の
を

﹁
史
﹂
か
ら
﹁
A
聞
﹂
と
し
て
排
除
し
た
︒
唐
が
﹃
五
經
正
義
﹄
で
公
認
し
た
經
︑
あ
る
い
は
正
史
と
し
て
編
纂
し
た
史
書
に
︑﹁
不
經
﹂

以
外
の
範
囲
を
狭
め
た
の
で
あ
る
︒
裴
松
之
の
史
料
批
判
が
持
っ
て
い
た
民
間
の
史
料
を
も
﹁
A
聞
﹂
と
し
て
集
め
︑
国
家
権
力
の
圧
力

の
も
と
歪
め
ら
れ
た
史
料
を
批
判
し
て
︑
事
実
に
近
づ
こ
う
と
す
る
史
料
批
判
の
方
法
論
の
可
能
性
を
自
ら
封
じ
込
め
た
と
言
い
換
え
て

よ
い
︒
そ
の
結
果
︑
劉
知
幾
は
︑
自
ら
も
不
可
能
と
認
め
る
﹁
直
書
﹂
を
い
た
ず
ら
に
主
張
し
︑
そ
れ
を
実
現
で
き
な
い
史
書
を
史
評
に

よ
り
批
判
し
た
︒
劉
知
幾
が
史
局
を
追
わ
れ
︑﹃
史
通
﹄
が
長
ら
く
中
国
史
学
を
代
表
す
る
書
籍
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
こ
う
し
た
劉

知
幾
の
史
学
思
想
の
特
徴
に
よ
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

劉
知
幾
が
﹃
史
通
﹄
に
表
現
し
た
史
学
思
想
は
︑﹁
直
書
﹂
の
重
視
と
﹁
A
聞
﹂
の
排
除
を
特
徴
と
す
る
︒

劉
知
幾
の
﹁
直
書
﹂
は
︑
公
羊
学
の
よ
う
に
権
力
者
に
配
慮
し
な
が
ら
の
直
書
で
は
な
く
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
と
杜
預
註
に
基
づ
く
︑

権
力
者
の
悪
事
を
諱
む
こ
と
の
な
い
﹁
直
書
﹂
で
あ
っ
た
︒
劉
知
幾
は
︑﹃
春
秋
﹄
を
﹁
史
﹂
の
淵
源
と
し
︑﹃
春
秋
﹄
經
は
︑
孔
子
が
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﹁
行
事
﹂
を
託
し
た
左
丘
朙
の
左
氏
傳
を
俟
っ
て
初
め
て
事
実
を
正
し
く
伝
え
得
た
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
う
し
た
﹁
直

書
﹂
が
難
し
く
︑
ま
た
儒
敎
經
義
の
中
で
も
例
外
的
な
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
︑
劉
知
幾
も
自
覚
し
て
い
た
︒
そ
れ
で
も
︑﹁
直
書
﹂
を

重
視
し
た
の
は
︑
裴
松
之
の
確
立
し
た
﹁
A
聞
﹂
に
よ
る
史
料
批
判
の
取
材
範
囲
を
自
ら
狭
め
た
こ
と
に
よ
る
︒

劉
知
幾
は
︑
隋
に
は
発
行
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
﹁
緯
書
﹂
に
基
づ
く
思
想
を
經
書
や
史
書
に
記
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
︑
排
除
す
べ
き

﹁
A
聞
﹂
と
は
見
な
さ
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
唐
が
﹃
五
經
正
義
﹄
で
公
認
し
た
經
と
正
史
と
し
て
編
纂
し
た
史
書
以
外
の
﹁
A
聞
﹂

は
﹁
不
經
﹂
と
し
て
︑
厳
し
く
批
判
す
る
︒
劉
知
幾
も
か
つ
て
所
属
し
︑
太
宗
の
御
撰
し
た
﹃
晉
書
﹄
を
厳
し
く
批
判
す
る
の
は
︑
そ
の

種
本
が
﹃
世
說
D
語
﹄
な
ど
の
﹁
不
經
﹂
の
﹁
A
聞
﹂
に
基
づ
く
た
め
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
劉
知
幾
は
︑
裴
松
之
の
史
料
批
判
が
持
っ
て
い
た
民
間
の
史
料
を
も
﹁
A
聞
﹂
と
し
て
集
め
︑
国
家
権
力
の
圧
力
の
も
と
歪

め
ら
れ
た
史
料
を
批
判
し
て
︑
事
実
に
近
づ
こ
う
と
す
る
史
料
批
判
の
方
法
論
の
可
能
性
を
自
ら
封
じ
込
め
た
︒
ラ
ン
ケ
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
る
近
代
西
欧
史
学
と
は
︑
遠
く
離
れ
た
史
学
思
想
と
言
え
よ
う
︒

《　

注　

》

（
一
）　

梁
啓
超
﹃
中
国
歴
史
研
究
法
﹄（
商
務
印
書
館
︑
一
九
二
二
年
）︒
ま
た
︑﹁
四
庫
全
書
﹂
を
編
纂
し
た
淸
の
紀
昀
も
︑﹁
子
元 

史
學
に
最
も
深
し

（
子
元
於
史
學
最
深
）﹂（﹃
四
庫
善
書
總
目
提
要
﹄
史
U 

史
評
類
）
と
高
く
評
価
し
︑
經
書
へ
の
批
判
な
ど
不
要
と
考
え
る
部
分
を
削
っ
て
﹃
史
通
削

繁
﹄
を
刊
行
し
て
い
る
︒
な
お
︑﹁
史
﹂
は
本
来
︑
史
官
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
漢
魏
以
降
︑
事
件
を
記
録
し
た
書
物
を
広
く
﹁
史
﹂
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
︑﹃
史
通
﹄
で
は
後
者
の
用
例
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
は
︑
松
岡
栄
志
﹁
史
考
│
﹁
史
通
﹂
に
お
け
る
史
﹂
其
の
一
～
其
の
三
（﹃
東
京
学
芸
大

学
紀
要
﹄
第
二
部
門
人
文
科
学
三
二
︑
三
三
︑
三
七
︑
一
九
八
一
︑
八
二
︑
八
六
年
）
を
参
照
︒

（
二
）　

内
藤
湖
南
﹁
文
心
雕
龒
・
史
通
十
条
﹂（﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
十
四
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
六
年
）︒
ま
た
︑
内
藤
湖
南
﹃
支
那
史
学
史
﹄（
弘
文
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堂
︑
一
九
四
九
年
︑﹃
内
藤
湖
南
全
集
﹄
十
二
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
六
年
）
で
も
︑
た
び
た
び
﹃
史
通
﹄
に
言
及
し
て
い
る
︒

（
三
）　
﹃
史
通
﹄
の
伝
承
と
歴
代
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
増
井
経
夫
﹁
史
通
の
伝
承
﹂（﹃
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
﹄
哲
学
史
学
編
︑
二
︑
一
九
五
四

年
）
を
参
照
︒
こ
の
ほ
か
︑
西
脇
常
記
﹁
宋
代
に
お
け
る
﹃
史
通
﹄﹂（﹃
中
国
思
想
史
研
究
﹄
一
四
︑
一
九
九
一
年
︑﹃
唐
代
の
思
想
と
文
化
﹄
戧
文

社
︑
二
〇
〇
〇
年
に
所
収
）︑
王
嘉
川
﹁
唐
宋
儒
学
復
興
運
動
中
的
《
史
通
》
批
判
﹂（﹃
天
津
社
会
科
学
﹄
二
〇
一
五
│
六
︑
二
〇
一
五
年
）︑
朱
志
先

﹁
明
代
学
者
《
史
通
》
批
評
研
究
﹂（﹃
華
中
国
学
﹄
二
〇
一
八
│
一
︑
二
〇
一
八
年
）
も
参
照
︒

（
四
）　

新
中
国
に
お
け
る
﹃
史
通
﹄
研
究
と
し
て
は
︑
侯
外
廬
﹃
中
国
思
想
通
史
﹄
巻
四
上
（
人
民
出
版
社
︑
一
九
五
六
年
）︑
金
毓
黻
﹃
中
国
史
学

史
﹄（
商
務
印
書
館
︑
一
九
五
七
年
）︑
白
寿
彝
﹁
劉
知
幾
的
進
歩
史
学
思
想
﹂（﹃
北
京
師
範
大
学
学
報
﹄
社
会
科
学
版
︑
一
九
五
九
│
五
︑
一
九
五
九

年
）︑
趙
俊
﹁《
史
通
》
理
論
体
系
的
結
構
和
邏
輯
﹂（﹃
中
国
社
会
科
学
院
研
究
生
院
学
報
﹄
二
〇
〇
五
│
五
︑
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
を
参
照
︒
林
時
民

﹃
劉
知
幾
史
通
之
研
究
﹄（
文
史
哲
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
）
も
あ
る
︒
ま
た
︑
中
国
に
お
け
る
﹃
史
通
﹄
研
究
の
整
理
に
つ
い
て
は
︑
版
本
・
伝
承
・

受
容
を
中
心
と
し
た
楊
文
信
﹁
20
世
紀
に
お
け
る
﹃
史
通
﹄
学
の
回
顧
│
版
本
知
識
・
伝
承
と
受
容
の
歴
史
を
中
心
に
﹂（﹃
東
ア
ジ
ア
研
究
﹄
六
八
︑

二
〇
一
八
年
）
が
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
二
〇
世
紀
前
半
を
総
括
す
る
何
旭
﹁
20
世
紀
上
半
葉
（1900

～1949

）《
史
通
》
研
究
的
歴
程
﹂（﹃
檔
案
﹄
二

〇
一
六
―
一
二
︑
二
〇
一
六
年
）︑
一
九
四
九
～
一
九
八
九
年
ま
で
を
総
括
す
る
代
継
華
﹁《
史
通
》
研
究
五
十
年
﹂（﹃
中
国
史
研
究
動
態
﹄
二
〇
〇
〇

―
一
︑
二
〇
〇
〇
年
）
の
ほ
か
︑
劉
海
波
﹁
近
十
年
来
《
史
通
》
研
究
的
回
顧
与
前
瞻
﹂（﹃
中
国
史
研
究
動
態
﹄
二
〇
一
二
―
六
︑
二
〇
一
二
年
）︑

王
琳
﹁
二
十
世
紀
《
史
通
》
学
研
究
﹂（﹃
山
西
青
年
﹄
二
〇
一
七
―
一
五
︑
二
〇
一
七
年
）︑
呂
海
龒
﹁《
史
通
》
研
究
現
状
述
略
﹂（﹃
邯
鄲
学
院
学

報
﹄
二
七
―
三
︑
二
〇
一
七
年
）
も
参
照
︒

（
五
）　

西
脇
常
記
﹁
劉
知
幾
の
歴
史
意
識
﹂（﹃
文
明
﹄
一
六
︑
一
九
七
六
年
）︑﹁
劉
知
幾
―
史
評
者
の
立
場
﹂（﹃
人
文
﹄
三
〇
︑
一
九
八
四
年
）︑
い
ず

れ
も
西
脇
常
記
﹃
唐
代
の
思
想
と
文
化
﹄（
前
掲
）
に
所
収
︒
な
お
︑
西
脇
常
記
（
訳
）﹃
史
通
﹄
内
篇
・
外
篇
（
東
海
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
九
︑
二

〇
〇
二
年
）
は
必
見
の
労
作
で
あ
り
︑
本
稿
で
も
参
照
し
た
︒

（
六
）　

稲
葉
一
郎
﹁﹃
史
通
﹄
の
成
立
│
そ
の
文
献
学
的
考
察
﹂（﹃
関
西
学
院
戧
立
百
周
年
記
念
論
文
集
﹄
人
文
学
会
︑
一
九
八
九
年
）︑﹁﹃
史
通
﹄
浅
説
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│
唐
代
史
官
の
史
学
理
論
﹂（﹃
東
洋
史
研
究
﹄
二
二
│
二
︑
一
九
六
三
年
）︑
い
ず
れ
も
︑﹃
中
国
史
学
史
の
研
究
﹄（
京
都
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六

年
）
に
所
収
︒

（
七
）　

稲
葉
一
郎
﹁
序
論
﹂（﹃
中
国
史
学
史
の
研
究
﹄（
京
都
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
）︒

（
八
）　

渡
邉
義
浩
﹁﹃
史
通
﹄
の
経
書
批
判
と
﹃
論
衡
﹄﹂（﹃
東
洋
研
究
﹄
二
二
〇
︑
二
〇
二
一
年
）︒

（
九
）　

渡
邉
義
浩
﹁﹃
史
通
﹄
の
実
践
性
と
﹃
文
心
雕
龒
﹄﹂（﹃
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
秩
序
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
二
一
年
）︒

（
一
〇

）　
﹁
古
典
中
国
﹂
に
お
け
る
史
学
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁﹁
古
典
中
国
﹂
に
お
け
る
史
学
と
儒
教
﹂（﹃
学
際
化
す
る
中
国
学
﹄
汲
古
書

院
︑
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
︒

（
一
一

）　

予
幼
奉
庭
訓
︑
早
遊
文
學
︒
年
在
紈
綺
︑
便
受
古
文
尙
書
︒
每
G
其
辭
艱
瑣
︑
難
爲
諷
讀
︒
雖
屡
逢
捶
撻
︑
而
其
業
不
成
︒
①
嘗
聞
家
君
爲
諸
兄

講
春
秋
左
氏
傳
︑
每
廢
書
而
聽
︒
逮
講
畢
︑
卽
爲
諸
兄
說
之
︒
因
竊
歎
曰
︑
n
使
書
皆
如
此
︑
吾
不
復
怠
矣
︒
②
先
君
奇
其
意
︑
於
是
始
授
以
左
氏
︑

朞
年
而
講
誦
都
畢
︒
于
時
年
甫
十
有
二
矣
︒
所
講
雖
未
能
深
解
︑
而
大
義
略
擧
︒
A
兄
欲
令
愽
觀
義
疏
︑
精
此
一
經
︑
辭
以

麟
已
後
︑
未
見
其
事
︑

③
乞
且
觀
餘
U
　

︑
以
廣
A
　

聞
︒
次
H
　

讀
史
・
漢
・
三
國
志
︒
旣
欲
知
古
今
沿
革
︑
曆
數
相
承
︑
於
是
觸
類
而
觀
︑
不
假
師
訓
︒
自
漢
中
興
已
降
︑
迄
乎

皇
家
實
錄
︑
年
十
有
七
︑
而
窺
覽
略
周
（﹃
史
通
﹄
卷
十 
自
敍
）︒
な
お
︑﹃
史
通
﹄
は
︑
浦
起
龒
﹃
史
通
通
釋
﹄（
中
華
書
局
︑
一
九
三
六
年
）
に
依

據
し
︑
程
千
帆
﹃
史
通
箋
記
﹄（
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
）︑
張
振
珮
﹃
史
通
箋
注
﹄（
貴
州
人
民
出
版
社
︑
一
九
八
五
年
）
を
參
照
し
た
︒

（
一
二

）　

劉
知
幾
の
伝
記
に
つ
い
て
は
︑
傅
振
倫
﹃
劉
知
幾
年
譜
﹄（
景
山
書
社
︑
一
九
三
四
年
）︑
許
凌
雲
﹃
劉
知
幾
評
伝
﹄（
南
京
大
学
出
版
社
︑
一
九

九
四
年
）
を
参
照
︒

（
一
三

）　
﹃
舊
唐
書
﹄
卷
一
百
二 

徐
堅
傳
に
︑﹁（
徐
）
堅 

H 

給
事
中
の
徐
彥
伯
・
定
王
府
倉
曹
の
劉
知
幾
・
右
補
闕
の
張
說
と
與
に
︑
同
に
三
敎
珠

を

修
む
（︿
徐
﹀
堅
H
與
給
事
中
徐
彥
伯
・
定
王
府
倉
曹
劉
知
幾
・
右
補
闕
張
說
︑
同
修
三
敎
珠

）﹂
と
あ
る
︒

（
一
四

）　
①
昔
仲
尼
以
睿
垩
朙
哲
︑
天
縱
多
能
︑
覩
史
籍
之
繁
文
︑
懼
覽
者
之
不
一
︑
刪
詩
爲
三
百
篇
︑
約
史
記
以
脩
春
秋
︑
贊
易
衜
以
黜
八
索
︑
述
ｈ
　

方

以
除
九
丘
︑
討
論
墳
典
︑
斷
自
唐
虞
︑
以
迄
于
周
︒
其
文
不
刊
︑
爲
後
王
法
︒
②
自
g
　

厥
後
︑
史
籍
逾
多
︑　

非
命
世
大
才
︑
孰
能
刊
正
其
失
︒
嗟
予
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小
子
︑
敢
當
此
任
︒
其
於
史
傳
也
︑
嘗
欲
自
班
・
馬
已
降
︑
訖
于
姚
・
李
・
令
狐
・
顏
・
孔
諸
書
︑
i
不
因
其
舊
義
︑
普
加
釐
革
︒
③
但
以
無
夫
子
之

名
︑
而
輒
行
夫
子
之
事
︑
將
恐
致
驚
末
俗
︑
取
咎
時
人
︑
徒
有
其
勞
︑
而
i
　

之
見
賞
︒
所
以
每
握
管
歎
息
︑
遲
回
者
久
之
︒
非
欲
之
而
不
能
︑
實
能
之

而
不
敢
也
（﹃
文
心
雕
龒
﹄
卷
十 

自
敍
篇
）︒

（
一
五

）　

旣
朝
廷
有
知
意
者
︑
遂
以
載
筆
見
推
︒
由
是
三
爲
史
臣
︑
再
入
東
觀
︒
每
惟
︑
皇
家
受
命
︑
多
歷
年
所
︑
史
官
所
編
︑
粗
惟
記
錄
︒
至
於
紀
傳
及

志
︑
則
皆
未
有
其
書
︒
長
安
中
︑
會
奉
詔
預
修
國
史
︒
及
今
上
卽
位
︑
H
敕
撰
則
天
大
垩
皇
后
實
錄
︒
①
凡
所
P
　

述
︑
嘗
欲
行
其
舊
議
︒
而
當
時
同
作

諸
士
︑
及
監
修
貴
臣
︑
每
與
其
言
︑
鑿
枘
相
違
︑
齟
齬
難
入
︒
故
其
所
載
削
︑
皆
與
俗
浮
沈
︒
雖
自
謂
依
違

從
︑
然
猶
大
爲
史
官
所
嫉
︒
嗟
乎
︑

②
雖
任
當
其
ｈ
　

︑
而
吾
衜
不
行
︑
見
用
於
時
︑
而
美
志
不
遂
︒
鬱
怏
孤
憤
︑
無
以
寄
懷
︒
必
寢
而
不
言
︑
嘿
而
無
述
︑
H
恐
歿
世
之
後
︑
誰
知
予
者
︒

故
退
而
③
私
撰
史
通
︑
以
見
其
志
（﹃
史
通
﹄
卷
十 

自
敍
）︒

（
一
六

）　

僕
幼
聞
詩
・
禮
︑
長
涉
藝
文
︑
至
於
史
傳
之
言
︑
尤
所
耽
悅
︒
①
尋
夫
左
史
・
右
史
︑
是
曰
春
秋
・
尙
書
︑
②
素
王
・
素
臣
︑
斯
穪
微
婉
志
晦

（﹃
史
通
﹄
卷
二
十 

忤
時
）︒

（
一
七

）　

杜
預
の
﹃
春
秋
左
氏
傳
序
﹄
が
︑
史
學
を
利
用
し
て
經
學
中
に
お
け
る
左
氏
傳
の
優
越
性
を
確
立
す
る
と
同
時
に
︑
史
學
を
經
學
に
よ
り
正
統
化

す
る
こ
と
で
宣
揚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
渡
邉
義
浩
﹁﹁
春
秋
左
氏
伝
序
﹂
と
﹁
史
﹂
の
宣
揚
﹂（﹃
狩
野
直
禎
先
生
米
寿
記
念 

三
国
志
論
集
﹄
三

国
志
学
会
︑
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
︒

（
一
八

）　

史
之
爲
務
︑
厥
途
有
三
焉
︒
何
則
︑
①
彰
善
貶
惡
︑
不
避
強
禦
︑
n
　

晉
之
ｉ
　

狐
︑
齊
之
南
史
︒
此
其
上
也
︒
②
編
次
勒
成
︑
鬱
爲
不
朽
︑
n
　

魯
之

丘
朙
︑
漢
之
子
長
︒
此
其
次
也
︒
③
高
才
博
學
︑
名
重
一
時
︑
n
　

周
之
史
佚
︑
楚
之
倚
相
︒
此
其
下
也
︒

三
者
傡
闕
︑
復
何
爲
者
哉
（﹃
史
通
﹄
卷

十 

辨
ｈ
）︒

（
一
九

）　

禮
U
尙
書
鄭
惟
忠
嘗
問
︑
自
古
文
士
多
︑
史
才
少
何
耶
︒（
劉
知
幾
）
對
曰
︑
①
史
有
三
長
︑
才
・
學
・
識
︒
世
罕
兼
之
︑
故
史
者
少
︒
夫
有
學

無
才
︑
猶
愚
賈
操
金
不
能
殖
貨
︒
有
才
無
學
︑
猶
巧
匠
無
楩
柟
・
斧
斤
弗
能
成
室
︒
②
善
惡
必
書
︑
使
驕
君
・
賊
臣
知
懼
︑
此
爲
無
可
加
者
︒
時
以
爲

篤
論
（﹃
D
唐
書
﹄
卷
一
百
三
十
二 

劉
子
玄
傳
）︒
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（
二
〇

）　

況
①
史
之
爲
務
︑
申
以
勸
戒
︑
樹
之
風
聲
︒
其
有
賊
臣
・
逆
子
・
淫
君
・
亂
主
︑
②　

直
書
其
事
︑
不
掩
其
瑕
︑
則
穢
迹
彰
於
一
朝
︑
惡
名
被
於

千
載
︒
言
之
n
　

是
︑
吁
可
畏
乎
︒
夫
爲
於
可
爲
之
時
則
從
︑
③
爲
於
不
可
爲
之
時
則
凶
︒
④
如
ｉ
　

狐
之
書
法
不
隱
︑
趙
盾
之
爲
法
受
屈
︑
彼
我
無
忤
︑

行
之
不
疑
︑
然
後
能
成
其
Z
　

直
︑
擅
名
今
古
︒
至
n
⑤
齊
史
之
書
崔
弑
︑
馬
迁
之
述
漢
非
︑
韋
昭
仗
正
於
吳
朝
︑
崔
浩
犯
諱
於
魏
國
︑
或
身
膏
斧
鉞
︑

取
笑
於
當
時
︒
或
書
塡
坑
窖
︑
無
聞
於
後
︒
︙
︙
足
是
以
驗
世
途
之
多
隘
︑
知
實
錄
之
難
遇
耳
（﹃
史
通
﹄
卷
七 

直
書
）︒

（
二
一

）　

乙
丑
︑
趙
穿
殺
靈
公
於
桃
園
︒
宣
子
未
出
山
而
復
︒
太
史
書
曰
︑
趙
盾
弑
其
君
︒
以
示
於
朝
︒
宣
子
曰
︑
不
然
︒
對
曰
︑
子
爲
正
卿
︑
兦
不
越

p
︑
反
不
討
賊
︑
非
子
而
誰
︒
宣
子
曰
︑
嗚
呼
︑
詩
曰
︑
我
之
懷
矣
︑
自
詒
伊
慼
︒
其
我
之
謂
矣
︒
孔
子
曰
︑
ｉ
狐
︑
古
之
Z
史
也
︑
⑴
書
法
不
隱
︒

趙
宣
子
︑
古
之
Z
大
夫
也
︒
⑵
爲
法
受
惡
︒
惜
也
︑
越
p
乃
免
（﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
宣
公 

傳
二
年
）︒

（
二
二

）　

E
子
爲
A
隱
︑
直
在
其
中
︑
論
語
之
順
也
︒
略
外
別
內
︑
掩
惡
揚
善
︑
春
秋
之
義
也
︒
自
g
已
降
︑
卛
由
舊
z
︒
史
氏
有
事
涉
君
7
︑
必
言
多
隱

諱
︒
雖
直
衜
不
足
︑
而
名
敎
存
焉
（﹃
史
通
﹄
卷
七 

曲
筆
）︒

（
二
三

）　

こ
の
と
き
の
張
說
を
め
ぐ
る
諸
説
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
高
木
重
俊
﹃
張
説
―
玄
宗
と
と
も
に
翔
け
た
文
人
宰
相
﹄（
大
修
館
書
店
︑
二
〇
〇
三

年
）
を
参
照
︒

（
二
四

）　

起
居
郞
劉
知
幾
H
謂
曰
︑
無
汚
靑
史
爲
子
孫
累
（﹃
唐
會
要
﹄
卷
六
十
四 

史
館
雜
錄
下
）︒

（
二
五

）　

内
山
俊
彦
﹁
劉
知
幾
の
史
学
思
想
﹂（﹃
日
本
中
国
学
会
報
﹄
二
三
︑
一
九
七
一
年
）
は
︑
劉
知
幾
の
直
書
の
必
要
性
に
つ
い
て
︑
歴
史
上
の
事
実

に
対
す
る
合
理
主
義
・
事
実
主
義
と
史
書
に
よ
り
勧
戒
を
な
す
と
い
う
倫
理
的
な
観
点
を
統
一
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
︒
な
お
︑
劉

知
幾
の
直
書
に
つ
い
て
は
︑
許
慧
霞
﹁
史
伝
主
体
意
識
的
理
性
自
覚
│
劉
知
幾
《
史
通
》
中
的
直
筆
・
独
断
之
論
﹂（﹃
台
州
学
院
学
報
﹄
二
四
│
五
︑

二
〇
〇
二
年
）︑
周
文
玖
﹁
劉
知
幾
史
学
批
評
的
特
点
﹂（﹃
史
学
史
研
究
﹄
二
〇
〇
七
│
二
︑
二
〇
〇
七
年
）
も
参
照
︒

（
二
六

）　

案
金
行
在
歷
︑
史
氏
尤
多
︒
當
宣
・
景
開
基
之
始
︑
曹
・
馬
搆
紛
之
際
︑
或
列
營
渭
曲
見
屈
武
侯
︑
或
發
仗
雲
臺
取
傷
成
濟
︑
①
陳
壽
・
王
隱
咸

杜
口
而
無
言
︑
陸
機
・
虞
預
各
栖
毫
而
靡
述
︒
至
習
鑿
齒
︑
乃
申
以
死
F
走
生
逹
之
說
︑
②
干
令
升
亦
斥
︑
以
抽
戈
犯
蹕
之
言
︒
歷
代
厚
誣
︑
一
朝
始

雪
︒
考
斯
人
之
書
事
︑
E
③
近
古
之
遺
直
歟
（﹃
史
通
﹄
卷
七 

直
言
）︒
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（
二
七

）　

何
焯
﹃
義
門
讀
書
記
﹄
卷
二
十
六
に
︑﹁
公
羊
傳
に
曰
く
︑﹁
公
の
ｊ
ず
る
に
︑
何
を
以
て
か
地
を
い
は
ざ
る
か
︒
言
ふ
に
忍
び
ざ
る
な
り
﹂
と
︒

﹁
高
貴
鄕
公
卒
す
﹂
と
書
く
は
︑
其
れ
猶
ほ
Z
史
の
風
有
る
か
︒
戈
を
抽
き
蹕
を
犯
す
こ
と
︑
n
し
之
を
直
書
せ
ば
︑
則
ち
反
り
て
以
て
獄
を
成
濟
に

歸
す
を
得
ん
︒
今
﹁
公
卒
﹂
の
下
︑
詳
ら
か
に
詔
表
を
載
す
れ
ば
︑
則
ち
其
の
實 

自
づ
か
ら
P
れ
て
︑
司
馬
氏
の
罪
︑
益
〻
迯
る
可
き
無
し
︒
所

謂 

微
に
し
て
顯
︑
順
に
し
て
辨
な
る
も
の
な
り
︒
史
通
の
論
︑
E
し
未
だ
變
例
の
深
旨
を
識
ら
ざ
ら
ん
（
公
羊
傳
曰
︑
公
ｊ
︑
何
以
不
地
︒
不
忍
言

也
︒
書
高
貴
鄕
公
卒
︑
其
猶
有
Z
史
之
風
歟
︒
抽
戈
犯
蹕
︑
n
直
書
之
︑
則
反
得
以
歸
獄
于
成
濟
︒
今
公
卒
之
下
︑
詳
載
詔
表
︑
則
其
實
自
P
︑
而
司

馬
氏
之
罪
︑
益
無
可
迯
︒
所
謂
微
而
顯
︑
順
而
辨
也
︒
史
通
論
之
︑
E
未
識
變
例
之
深
旨
）﹂
と
あ
る
︒

（
二
八

）　

干
寶
晉
紀
曰
︑
成
濟
問
賈
充
曰
︑
事
急
矣
︒
n
之
何
︒
充
曰
︑
公
畜
養
汝
等
︑
爲
今
日
之
事
也
︒
夫
何
疑
︒
濟
曰
︑
然
︑
乃
抽
戈
犯
蹕
（﹃
三
國

志
﹄
卷
四 

三
少
帝
紀
註
）︒

（
二
九

）　

臣
松
之
以
爲
︑
習
鑿
齒
書
︑
雖
最
後
出
︑
然
述
此
事
差
有
次
第
︒
故
先
載
習
語
︑
以
其
餘
所
言
微
A
者
次
其
後
（﹃
三
國
志
﹄
卷
四 

三
少
帝
紀

註
）︒

（
三
〇

）　

次
有
①
好
事
之
子
︑
思
廣
A
　

聞
︑
而
才
短
力
微
︑
②
不
能
自
逹
︑
庶
憑
驥
尾
︑
千
里
絶
羣
︑
遂
乃
③
掇
衆
史
之
A
　

辭
︑
補
歬
書
之
所
闕
︒
n
裴
松
之

三
國
志
︑
陸
澄
・
劉
昭
兩
漢
書
︑
劉
彤
晉
紀
︑
劉
孝
標
世
說
之
類
是
也
（﹃
史
通
﹄
卷
五 

補
注
）︒

（
三
一

）　
（
班
）
彪
旣
才
高
而
好
述
作
︑
遂
專
心
史
籍
之
閒
︒
武
帝
時
︑
司
馬
迁
P
史
記
︑
自
太
K
以
後
︑
闕
而
不
錄
︒
後
⑴
好
事
者
頗
或
綴
集
時
事
︒
然

多
鄙
俗
︑
不
足
以
踵
繼
其
書
︒
彪
乃
繼
採
歬
史
遺
事
︑
傍
貫
⑵
A
　

聞
︑
作
後
傳
數
十
篇
︑
因
⑶
斟
酌
歬
史
而
譏
正
得
失
（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
三
十
上 

班

彪
傳
）︒

（
三
二

）　

榷
其
得
失
︑
求
其
利
害
︑
少
朞
集
註
國
志
︑
以
廣
承
祚
所
遺
︑
而
①
喜
d
　

A
　

同
︑
不
加
刊
定
︑
恣
其
擊
難
︑
坐
長
煩
o
　

︒
觀
其
書
成
表
獻
︑
自
比

蜜
蜂
兼
採
︑
②
但
ｇ
　

G
　

不
分
︑
難
以
味
同
萍
實
者
矣
（﹃
史
通
﹄
卷
五 

補
註
）︒

（
三
三

）　

裴
松
之
は
︑
上
三
國
志
表
の
中
で
︑﹁
竊
か
に
惟
ふ
に
︑
繢
事
は
眾
色
を
以
て
文
を
成
し
︑
蜜
蠭
は
兼
采
を
以
て
味
を
爲
す
︒
故
に
能
く
絢
素
を

し
て
z
有
ら
し
め
︑
ｇ
を
し
て
本
質
を
踰
え
し
む
（
竊
惟
︑
繢
事
以
眾
色
成
文
︑
蜜
蠭
以
兼
采
爲
味
︒
故
能
使
絢
素
有
z
︑
ｇ
踰
本
質
）﹂（
裴
松
之

東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要　

第
百
八
十
册

― 158 ―



﹁
上
三
國
志
表
﹂
）
と
述
べ
て
い
る
︒
劉
知
幾
は
︑
こ
れ
を
踏
ま
え
て
批
判
し
て
い
る
︒
な
お
︑
劉
知
幾
の
史
料
批
判
に
つ
い
て
は
︑
趙
海
旺
﹁
劉
知

幾
的
史
料
学
理
論
成
就
﹂（﹃
史
学
集
刊
﹄
二
〇
一
一
│
一
︑
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
︒

（
三
四

）　
（
楊
）
終
H
言
︑
宣
帝
愽
徵
羣
儒
︑
論
定
五
經
於
石
渠
閣
︒
方
今
天
下
少
事
︑
學
者
得
成
其
業
︑
而
①
z
　

句
之
徒
︑
破
壞
大
體
︒
宜
如
石
渠
故
事
︑

永
爲
後
世
則
︒
於
是
詔
諸
儒
於
白
虎
觀
論
考
同
A
焉
︒
會
終
坐
事
繫
獄
︑
愽
士
趙
愽
・
校
書
郞
班
固
・
賈
逵
等
︑
②
以
終
深
曉
春
秋
︑
學
多
A
　

聞
︑
表

請
之
︒
終
H
上
書
自
訟
︑
卽
日
貰
出
︑
乃
得
與
於
白
虎
觀
焉
︒
後
受
詔
③
刪
太
史
公
書
爲
十
餘
萬
言
（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
三
十
八 

楊
終
傳
）︒

（
三
五

）　

凡
人
情
忽
於
見
事
而
貴
於
①
A
　

聞
︑
觀
先
王
之
所
記
述
︑
咸
以
仁
義
・
正
衜
爲
本
︑
非
有
②
奇
怪
・
虛
誕
之
事
︒
E
③
天
衜
・
性
命
︑
垩
人
所
難
言

也
︒
自
子
貢
以
下
︑
不
得
而
聞
︑
況
後
世
淺
儒
︑
能
通
之
乎
︒
今
諸
④
巧
慧
小
才
伎
數
之
人
︑
增
益
圖
・
書
︑
矯
穪
讖
記
︑
以
欺
惑
貪
邪
︑
詿
誤
人

主
︒
焉
可
不
抑
遠
之
哉
（﹃
後
漢
書
﹄
列
傳
十
八
上 

桓
譚
傳
上
）︒

（
三
六

）　
﹃
論
語
﹄
公
冶
長
篇
に
︑﹁
子
貢
曰
く
︑﹁
夫
子
の
文
は
z
か
に
し
て
︑
得
て
聞
く
可
き
な
り
︒
夫
子
の
性
と
天
衜
と
を
言
ふ
は
︑
得
て
聞
く
可
か

ら
ざ
る
の
み
﹂
と
（
子
貢
曰
︑
夫
子
之
文
z
︑
可
得
而
聞
也
︒
夫
子
之
言
性
與
天
衜
︑
不
可
得
而
聞
也
已
矣
）﹂
と
あ
り
︑
子
罕
篇
に
︑﹁
子 

罕
に
利

と
命
と
仁
と
を
言
ふ
（
子
罕
言
利
與
命
與
仁
）﹂
と
あ
る
︒

（
三
七

）　

池
田
秀
三
﹁
緯
書
鄭
氏
学
研
究
序
説
﹂（﹃
哲
学
研
究
﹄
五
四
八
︑
一
九
八
三
年
）
を
参
照
︒

（
三
八

）　
①
怪
力
亂
神
︑
宣
尼
不
語
︒
而
事
鬼
求
福
︑
墨
生
所
信
︒
故
垩
人
於
其
間
︑
n
存
n
兦
而
已
︒
②
n
　

呑
燕
卵
而
商
生
︑
諬
龒
漦
而
周
滅
︑
厲
壞
門

以
禍
晉
︑
③
鬼
謀
社
而
兦
曹
︑
江
使
﨤
璧
於
秦
皇
︑
圯
橋
授
書
於
漢
相
︑
④
此
則
事
關
軍
國
︑
理
涉
興
兦
︑
有
而
書
之
︑
以
彰
靈
驗
︑
可
也
︒
而
⑤
王

隱
・
何
法
L
　

之
徒
所
撰
晉
史
︑
乃
專
訪
州
閭
細
事
︑
委
巷
瑣
言
︑
d
　

而
編
之
︑
目
爲
鬼
神
傳
錄
︑
其
事
非
要
︑
其
言
不
經
︒
⑥
A
　

乎
三
史
之
所
書
︑
五

經
之
所
載
也
（﹃
史
通
﹄
卷
八 

書
事
篇
）︒

（
三
九

）　

渡
邉
義
浩
﹁
鄭
箋
の
感
生
帝
説
と
六
天
説
﹂（﹃
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
︑﹃
後
漢
に
お
け
る
﹁
儒
教
国
家
﹂
の
成

立
﹄
汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
に
所
収
）︒

（
四
〇

）　

e

愽
採
眾
書
︑
裁
成
漢
典
︒
觀
其
所
取
︑
頗
有
奇
工
︒
至
於
方
術
篇
及
諸
蠻
夷
傳
︑
①
乃
錄
王
喬
・
左
慈
・
禀
君
・
槃
瓠
︑
言
唯
迂
誕
︑
事
多
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詭
越
︒
可
謂
美
玉
之
瑕
︑
白
圭
之
玷
︒
惜
哉
︑
無
是
可
也
︒
H
自
魏
晉
已
降
︑
P
述
多
門
︑
②
語
林
・
笑
林
・
世
說
俗
說
︑
皆
喜
載
啁
謔
小
辨
︑
嗤
鄙

A
　

聞
︑
雖
爲
有
識
所
譏
︑
頗
爲
無
知
所
悅
︒
而
斯
風
一
扇
︑
國
史
多
同
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Liu Zhiji’s Historiographical Thought

WATANABE Yoshihiro

The historiographical thought to which Liu Zhiji 劉知幾 gave expression in the 

Shitong 史通 was characterized by an emphasis on “straight writing” （zhishu 直

書） and the rejection of “strange reports” （ yiwen 異聞）.

Liu Zhiji’s “straight writing” was not the sort of “straight writing” that also 

deferred to power-holders, as in the case of the Gongyang 公羊 school of interpre-

tation of the Chunqiu 春秋, but was rather a form of “straight writing” that did not 

avoid mentioning their wrongdoing, a stance that was based on the Chunqiu 

Zuoshi zhuan 春秋左氏傳 and the commentary by Du Yu 杜預. This was because 

Liu Zhiji regarded the Chunqiu as the source of historical writing and believed 

that the canonical text of the Chunqiu was able to convey the facts correctly only 

with the appearance of the Zuoshi zhuan by Zuo Qiuming 左丘明, to whom Con-

fucius had entrusted such matters. However, Liu Zhiji was aware that this type of 

“straight writing” was difficult to achieve and that such thinking was an exception 

in Confucian canonical scholarship. That he nonetheless attached importance to 

“straight writing” was because he himself narrowed the scope of source criticism 

based on “strange reports” established by Pei Songzhi 裴松之, who wrote a com-

mentary on the Sanguozhi 三國志.

So long as ideas based on the Weishu 緯書, the publication of which had 

been banned during the Sui, were recorded in canonical and historical works, Liu 

Zhiji did not consider them to be “strange reports” that ought to be rejected. But 
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he harshly criticized as “non-canonical” “strange reports” other than those in ca-

nonical works that the Tang had officially sanctioned in the Wujing zhengyi 五經

正義 or in historical works that the Tang had compiled as official histories. The 

reason that Liu Zhiji harshly criticized the Jinshu 晉書, which had been compiled 

by order of Taizong 太宗 by the History Bureau to which Liu Zhiji had himself 

formerly belonged was that its source works were based on “non-canonical” 

“strange reports.”

Liu Zhiji thus shut down the potential of the methodology of source criticism 

that, in an attempt to draw closer to the truth, also collected as “strange reports” 

sources circulating among the general populace and criticized sources that had 

been distorted under pressure from state authorities, a potential that Pei Song-

zhi’s source criticism had possessed. This could be described as a form of histo-

riographical thought that was far removed from the modern Western historiogra-

phy advocated by Ranke.
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