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私
が
『
史
記
評
林
』
の
諸
版
の
う
ち
に
鶴
牧
版
と
い
ふ
が
あ
る

こ
と
を
初
め
て
知
つ
た
の
は
、
大
東
文
化
学
院
本
科
の
学
生
で
あ

つ
た
時
、
川
又
武
先
生
の
講
義
の
う
ち
で
『
史
記
』
に
触
れ
て
、

『
史
記
』
に
は
訓
点
を
施
し
た
和
刻
の
『
評
林
』
本
が
あ
つ
て
読

む
の
に
便
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
八
尾
版
・
紅
屋
版
等
、
種
々

の
版
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
で
鶴
牧
版
と
い
ふ
が
有
つ
て
こ
れ
が
一

番
よ
い
と
う
か
が
つ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
そ
の
講
説
に
『
史

記
』
に
憧
れ
た
私
は
、
神
田
・
本
郷
と
そ
れ
を
探
し
て
歩
い
た

が
、
若
冠
の
書
生
に
過
ぎ
な
か
つ
た
私
が
鶴
牧
版
『
史
記
』
を
求

め
得
る
筈
は
な
く
、
漸
く
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
柱

に
「
天
明
丙
午
再
刊
」
と
あ
る
大
判
二
十
五
冊
の
そ
れ
で
あ
つ
て
、

そ
の
二
十
五
冊
を
、
朱
筆
を
手
に
し
な
が
ら
、
そ
の
後
刷
り
の
為

め
に
処
々
字
の
崩
れ
て
ゐ
る
の
に
苦
し
み
つ
つ
何
と
か
通
読
し
終

へ
た
の
は
、
復
員
し
て
大
東
文
化
学
院
高
等
科
に
復
学
し
た
時
で

あ
り
、
敗
戦
の
失
意
の
身
に
『
史
記
』
の
記
述
は
感
慨
一
入
深
き

も
の
で
あ
つ
た
。

　

私
が
漸
く
鶴
牧
版
『
史
記
評
林
』
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
昭
和
も
三
十
年
を
過
ぎ
、
平
泉
澄
先
生
よ
り
そ
れ
を
見
せ

て
頂
い
た
時
で
あ
る
。
そ
の
版
式
の
精
微
な
る
、
造
本
の
気
品
高

き
、
ま
こ
と
に
川
又
先
生
が
い
は
れ
た
通
り
で
あ
つ
た
が
、
し
か

も
そ
の
書
物
が
、
明
治
二
年
と
い
ふ
天
下
騒
然
た
る
際
に
、
鶴
牧

藩
と
い
ふ
一
万
五
千
石
の
小
藩
に
よ
つ
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
語

ら
れ
た
平
泉
先
生
の
御
話
し
に
、
そ
の
感
動
は
更
に
深
い
も
の
と

な
つ
た
。

　

平
泉
先
生
は
昭
和
二
十
年
四
月
、
戦
災
に
そ
の
蔵
書
の
殆
ど
を

失
は
れ
た
際
、
そ
れ
ま
で
愛
読
さ
れ
た
『
史
記
』
を
も
失
は
れ
た

鶴
牧
版
『
史
記
評
林
』
に
想
ふ

―
『
明
治
天
皇
の
御
修
学
』
補
遺

―

近

藤

啓

吾

随

想
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の
で
、
や
が
て
こ
の
書
を
求
め
ら
れ
て
、
大
学
の
研
究
室
に
於
い

て
静
か
に
繙
い
て
を
ら
れ
た
と
い
ふ
。
そ
し
て
終
戦
と
と
も
に
大

学
を
辞
し
て
故
郷
平
泉
寺
に
帰
ら
れ
た
先
生
は
、
そ
の
読
後
の
感

慨
を
「
史
記
夜
話
」
の
一
篇
に
纏
め
ら
れ
る
。
そ
の
擱
筆
は
昭
和

二
十
二
年
七
月
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
「
夜
話
」
の
最
初
に

記
し
て
を
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
鶴
牧
版
『
史
記
評
林
』
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
条
を
そ
の
ま
ま
、
次
に
転
録
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
す

る
。

　
　

･「　

私
は
支
那
の
歴
史
を
専
攻
し
た
者
で
は
無
い
が
、『
左

伝
』
を
愛
読
し
、『
史
記
』
を
愛
読
し
て
措
か
ず
、
座
右
に

こ
れ
が
無
い
時
に
は
、
心
寂
寥
を
感
ず
る
程
で
あ
つ
た
。
そ

れ
故
、
昭
和
二
十
年
の
四
月
十
三
日
、
戦
災
に
か
ゝ
り
、
蔵

書
の
大
抵
烏
有
に
帰
し
た
時
、『
史
記
』
も
亦
焼
失
し
た
の

で
、
寂
し
さ
に
堪
へ
ず
、
危
難
と
混
乱
と
の
う
ち
に
あ
り
な

が
ら
、
わ
づ
か
十
日
後
に
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
と
を
買
求

め
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
新
に
求
め
た
『
史
記
』
は
、
明
治

二
年
翻
刻
の
鶴
牧
版
増
訂
史
記
評
林
五
十
冊
、
し
か
も
幸
に

そ
の
特
製
上
本
で
あ
つ
た
。
私
は
頻
り
に
鳴
る
空
襲
の
警
報

を
よ
そ
に
、
殆
ん
ど
人
無
き
大
学
の
研
究
室
に
於
い
て
、
静

か
に
之
を
ひ
も
と
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
う
つ
か
り
し
て

ゐ
た
事
に
、
い
ろ
い
ろ
気
が
つ
い
た
。

　
　

･　

そ
の
第
一
は
鶴
牧
藩
が
、
明
治
二
年
に
之
を
翻
刻
し
た
と

い
ふ
事
で
あ
る
。
鶴
牧
藩
と
い
つ
た
と
こ
ろ
が
、
大
抵
の
人

に
は
見
当
も
つ
か
な
い
で
あ
ら
う
。
今
の
千
葉
縣
姉あ

ね
が
さ
き崎
町
、

即
ち
そ
れ
で
あ
る
と
い
ふ
。
名
前
が
変
つ
て
ゐ
る
の
で
、
鶴

牧
で
は
一
向
分
ら
な
い
が
、
今
の
名
の
姉
崎
に
し
た
と
こ

ろ
で
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
ゐ
る
町
で
は
あ
る
ま
い
。
慶
応

の
『
武
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
地
、
江
戸
を
距
る
こ
と
十
八

里
、
藩
主
は
水
野
肥
前
守
忠
順
、
文
政
十
年
壹
岐
守
忠
韶
の

代
に
房
州
北
条
よ
り
こ
ゝ
に
移
り
、
天
保
十
三
年
に
忠
順
家

督
を
相
続
し
て
、
一
万
五
千
石
を
領
す
る
と
い
ふ
。
一
万
五

千
石
と
い
へ
ば
、
失
礼
な
が
ら
小
藩
で
あ
る
。
そ
の
微
々
た

る
小
藩
が
、
し
か
も
幕
末
維
新
の
際
、
世
情
騒
然
た
る
中
に
、

精
密
な
る
校
勘
を
加
へ
、
正
確
な
る
印
刷
を
以
て
大
本
五
十

冊
の
『
史
記
』
を
世
に
贈
つ
た
の
で
あ
る
。
容
易
な
ら
ざ
る

苦
心
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
藩
主
の
水
野
肥
前
守
忠
順
そ

の
人
も
、
ま
た
命
を
受
け
て
校
正
に
当
り
、
刊
行
に
つ
と
め

た
藩
士
も
、
そ
の
功
労
は
、
大
な
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

本
書
は
毎
冊
の
奥
に
校
正
に
当
つ
た
者
の
名
を
記
し
て
、
責

任
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
二
人
列
記
せ
る
中
の
上

席
は
必
ず
田
中
篤
実
で
あ
つ
て
、
他
は
本
多
政
辰
と
か
、
小

幡
利
貴
と
か
、
大
多
和
堯
則
と
か
、
長
谷
川
敬
直
と
か
、
林

義
次
と
か
い
ふ
人
々
で
あ
る
。
し
か
る
に
秋
月
種
樹
の
序
文

を
見
る
と
、
藩
士
の
代
表
と
し
て
、
田
中
篤
実
、
豊
田
一
貫
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の
両
名
を
挙
げ
て
ゐ
る
。
或
は
田
中
氏
校
正
の
事
を
主
宰
し

豊
田
氏
刊
行
の
務
を
担
当
し
た
も
の
で
も
あ
ら
う
か
。
小
藩

で
あ
つ
た
為
に
、
そ
の
学
校
修
業
館
の
名
も
一
向
世
に
知
ら

れ
て
ゐ
な
い
が
、
騒
然
た
る
世
の
変
転
期
に
於
い
て
、
敢
へ

て
本
書
の
刊
行
を
遂
行
し
た
事
は
、
偉
な
り
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
　

･　

次
に
私
の
驚
い
た
の
は
、
秋
月
種
樹
の
序
文
で
あ
る
。
そ

れ
は
明
治
二
年
の
六
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
種
樹

は
時
に
副
知
学
兼
侍
読
で
あ
つ
た
。
序
文
に
よ
れ
ば
、
彼
は

忝
く
も
侍
読
の
員
に
備
は
つ
た
の
で
、
右
大
臣
三
条
実
美
と

相
談
を
し
て
、『
史
記
』
を
御
進
講
申
上
げ
る
こ
と
に
し
た

が
、
善
本
の
な
い
の
を
遺
憾
と
し
て
、
や
む
を
得
ず
新
に
印

刷
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
此
の
鶴
牧
版
が

出
来
て
、
藩
主
水
野
氏
よ
り
献
上
し
た
。
之
を
見
る
に
字
画

の
楷
正
、
校
勘
の
精
到
、
世
間
流
布
の
本
に
く
ら
べ
て
頗
る

見
事
で
あ
つ
て
先
づ
完
全
と
い
つ
て
よ
い
。
こ
れ
は
維
新
文

明
の
皇
治
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
ら
う
と
、
か
う
い

ふ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
序
文
に
よ
つ
て
、
私
は
明
治
天
皇
が

明
治
二
年
に
『
史
記
』
の
進
講
を
き
こ
し
め
さ
れ
た
と
い
ふ

事
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
此
の
鶴
牧
版
が
用
ゐ
ら
れ
た
と
い
ふ

事
を
知
つ
た
。
明
治
二
年
と
い
へ
ば
奥
羽
の
戦
乱
こ
そ
漸
く

鎮
定
し
た
も
の
の
、
維
新
の
大
業
は
わ
づ
か
に
其
の
第
一
歩

を
踏
み
出
し
た
ば
か
り
で
、
大
切
開
を
要
す
る
問
題
は
山
積

し
て
ゐ
る
。
そ
の
百
事
草
創
、
政
務
多
端
を
極
む
る
時
に
於

い
て
、
寸
暇
を
以
て
『
史
記
』
を
進
講
せ
し
め
給
ひ
、
し
づ

か
に
古
今
東
西
の
治
乱
興
亡
に
思
を
潜
め
給
う
た
と
い
ふ
事

は
、
深
く
之
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
彼
の
鶴

牧
版
が
こ
の
時
御
用
に
立
ち
、
明
治
の
興
隆
に
貢
献
し
た
と

い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
藩
の
主
従
多
年
の
苦
心
は
、
労
し
て
憾

み
な
し
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。」（『
寒
林
史
筆
』
所
収
）

　

鶴
牧
版
『
史
記
評
林
』
に
つ
い
て
は
、
池
田
蘆
洲
翁
著
・
男
池

田
英
雄
氏
校
正
増
補
の
『
史
記
研
究
書
目
解
題
』
に
そ
の
詳
細
な

る
解
説
が
あ
つ
て
、
頗
る
啓
発
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
書
誌
学
的
記
述
に
止
ま
る
も
の
で
あ
つ
て
い
は
ば
表
面
の
紹
介

と
い
つ
て
よ
く
、
同
版
『
史
記
評
林
』
の
こ
こ
ろ
に
踏
込
ん
で
の

記
述
と
は
い
へ
な
い
。
初
め
て
同
版
の
こ
こ
ろ
に
踏
込
ん
で
こ
れ

を
説
か
れ
た
の
は
、
平
泉
先
生
の
右
の
文
を
嚆
矢
と
す
る
と
い
は

ね
ば
な
ら
な
い
。
先
生
の
右
の
文
は
、「
史
記
夜
話
」
の
最
初
の

一
節
で
あ
つ
て
、「
史
記
夜
話
」
は
右
の
鶴
牧
版
『
史
記
評
林
』

の
こ
と
の
み
で
な
く
、『
史
記
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
全
般

の
構
成
に
対
す
る
考
察
を
下
し
て
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
を

ら
れ
、
即
ち
司
馬
遷
が
一
見
不
当
と
思
は
れ
る
彼
の
項
羽
を
本
紀

に
加
へ
、
孔
子
を
世
家
に
列
し
て
ゐ
る
理
由
を
考
へ
て
、
そ
の
権

勢
に
阿
ら
ず
非
運
に
屈
せ
ざ
り
し
高
志
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
古
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来
士
を
退
け
て
姦
雄
を
進
め
た
と
非
難
さ
れ
て
来
た
游
侠
列
伝
や
、

道
徳
を
軽
ん
じ
財
利
を
重
ん
じ
た
と
非
難
さ
れ
て
ゐ
る
貨
殖
列
伝

を
立
て
た
著
者
の
心
情
を
分
析
し
て
著
者
の
為
め
に
深
い
同
情
を

示
さ
れ
、
そ
の
上
に
て
遷
の
『
史
記
』
述
作
に
込
め
ら
れ
た
真
意

が
、
道
義
に
最
高
の
価
値
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
狭
い
学
問
に
拘

は
れ
て
小
さ
な
尺
度
で
人
を
計
り
な
が
ら
、
み
づ
か
ら
は
何
の
為

す
と
こ
ろ
も
な
き
い
は
ゆ
る
道
学
者
を
固
陋
と
し
卑
怯
と
し
て
退

け
、
真
実
の
高
徳
高
節
に
対
し
い
か
に
景
慕
し
傾
倒
し
て
ゐ
た
か

を
明
ら
か
に
さ
れ
て
を
り
、
そ
こ
に
は
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日

終
戦
の
日
を
境
に
し
て
、
昨
日
に
変
る
今
日
の
世
の
中
、
正
邪
真

偽
の
評
価
が
忽
ち
に
転
倒
し
、
占
領
軍
に
た
ゞ
叩
頭
、
そ
の
い
ふ

と
こ
ろ
の
ま
ま
に
過
去
の
我
国
を
す
べ
て
誤
り
で
あ
つ
た
と
罵
倒

し
て
已
ま
な
か
つ
た
当
時
の
世
相
に
対
す
る
、
先
生
の
無
限
の
思

ひ
が
投
影
し
て
ゐ
る
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
い
て

「
史
記
夜
話
」
は
、『
史
記
』
と
そ
の
著
者
に
対
す
る
独
自
未
曾
有

の
評
論
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
以
上
述
べ
る
こ
と
を
止
め
よ
う
。

　

以
上
の
拙
文
、
実
は
前
稿
「
明
治
天
皇
の
御
修
学
」
に
於
い
て
、

紙
数
の
制
限
の
為
め
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
を

こ
こ
に
補
遺
と
し
て
追
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
、
私
は
鶴

牧
版
を
述
べ
な
が
ら
老
残
の
躬
、
そ
の
刊
行
地
姉
崎
を
た
づ
ね
得

ざ
る
こ
と
の
責
任
を
深
く
感
じ
て
ゐ
た
が
、
幸
ひ
友
人
了
徳
大
学

教
授
細
谷
恵
志
氏
が
、
私
に
代
つ
て
そ
の
責
任
を
果
た
し
て
く
れ

た
の
で
、
以
下
そ
の
調
査
の
大
要
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　

･「　

鶴
牧
は
千
葉
市
と
木
更
津
と
の
ほ
ゞ
中
間
、
内
房
線
に

て
千
葉
駅
よ
り
は
十
分
ほ
ど
の
地
で
あ
り
、
昔
は
姉
崎
と
称

し
、
今
ま
た
そ
れ
に
復
し
て
ゐ
る
が
、
鶴
牧
と
い
つ
た
の
は
、

こ
の
地
を
領
し
た
水
野
氏
の
江
戸
藩
邸
が
鶴
巻
町
に
あ
つ
た

こ
と
に
因
む
と
い
ふ
。

　
　

･　

姉
崎
に
は
初
め
松
平
忠
昌
（
越
前
家
秀
康
の
次
男
）
が
封
ぜ

ら
れ
一
万
石
を
領
し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
弟
第
二
代
直
政
が
越

前
大
野
に
移
つ
た
の
で
、
そ
の
後
久
し
く
廃
藩
と
な
つ
て
ゐ

た
。
し
か
る
に
文
政
十
年
、
若
年
寄
と
し
て
功
労
が
あ
つ
た

水
野
忠た

だ

韶て
る

が
安
房
北
条
よ
り
移
り
来
り
、
こ
れ
を
鶴
牧
藩
初

代
と
し
、
二
代
忠
実
を
経
て
三
代
忠た

だ

順よ
り

に
至
つ
た
が
、
忠
順

深
く
学
を
好
み
、
藩
校
修
来
館
々
長
田
中
篤
実
、
副
館
長
豊

田
一
貫
に
『
史
記
評
林
』
は
善
本
な
き
為
め
そ
の
改
修
を
命

じ
、
そ
れ
よ
り
三
十
年
、
儒
者
二
十
名
を
右
の
二
人
に
配
し
、

藩
の
総
力
を
挙
げ
て
そ
の
業
に
従
ひ
、
明
治
二
年
に
至
り
、

つ
い
に
こ
れ
を
完
成
、『
増
訂
史
記
評
林
』
と
題
し
て
そ
の

刊
行
を
遂
げ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。」

　
　
　
　

参
考　

新
刊
史
記
評
林
の
序

　

･　

･　

新
刊
史
記
評
林
は
、
鶴
牧
藩
主
水
野
忠
順
の
、
田
中
篤

実
・
豊
田
一
貫
等
に
命
じ
、
校
正
刊
刻
せ
し
め
し
も
の
な
り
。
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蓋
し
字
畫
の
楷
正
、
校
勘
の
精
到
、
こ
れ
を
従
前
の
坊
刊
の

諸
本
に
較
ぶ
れ
ば
、
太は

な
はだ
完
善
な
り
矣
。
余
、
剪せ
ん

劣れ
つ

を
以
て

恭
く
も
員
に
今
皇
帝
の
侍
読
に
備
は
り
、
嚮さ

き

に
三
条
右
府
と

謀
り
、
史
記
を
進
読
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
し
、
世
に
善
本
無

き
を
以
て
憾
み
と
為
し
、
別
に
一
本
を
刊
し
て
以
て
御
前
に

具
せ
ん
と
欲
せ
し
に
、
適
�
忠
順
官
准
を
蒙
り
、
こ
の
本
の

刊
始
め
て
成
り
て
、
将
に
一
本
を
献
呈
せ
ん
と
し
、
序
を
余

に
乞
ふ
。
余
、
大
い
に
維
新
文
明
の
皇
治
に
資
す
る
こ
と
を

善よ
み

し
、
為
め
に
数
言
を
題
せ
り
。

　
　
　

明
治
二
年
己
巳
の
歳
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
知
学
兼
侍
読
秋
月
種
樹
撰
す

（
註
）�

坊
刊
―
民
間
で
出
版
し
た
書
物
。
剪
劣
―
才
知
が
浅
く

し
て
人
に
劣
る
。
官
准
―
政
府
の
許
し
。
副
知
学
事
―
秋

月
種
樹
は
当
時
、
大
学
大
監
、
即
ち
大
学
別
当
松
平
慶
永

の
次
官
で
あ
つ
た
。

（
元
金
沢
工
業
大
学
教
授
）




