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現
代
の
私
た
ち
は
、
司
馬
遷
を
二
人
に
分
解

し
て
理
解
し
て
い
る
。『
史
記
』
の
―
―
つ
ま

り
歴
史
の
―
―
語
り
手
と
し
て
の
司
馬
遷
と
、

発
憤
著
書
説
を
述
べ
た
情
念
の
人
と
し
て
の
司

馬
遷
と
、
で
あ
る
。

　

歴
史
の
語
り
手
と
し
て
の
司
馬
遷
を
、
私
た

ち
は
通
常
ほ
と
ん
ど
意
識
し
な
い
。『
史
記
』

に
お
い
て
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
歴
史
と
い

う
舞
台
で
あ
り
、
舞
台
の
袖
で
語
る
語
り
手
は

無
に
等
し
い
。
歴
史
の
語
り
手
と
し
て
の
司
馬

遷
は
、
時
に
そ
の
語
り
―
―
『
史
記
』
の
文
章

表
現
―
―
に
お
い
て
問
題
と
な
る
だ
け
だ
。
一

方
、
司
馬
遷
が
肉
体
と
精
神
を
も
っ
た
人
間
と

し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
発
憤
著
書
説
を

述
べ
た
人
物
と
し
て
で
あ
る
。「
周
文
王
の『
周

易
』、
孔
子
の
『
春
秋
』
な
ど
の
著
作
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
不
幸
に
よ
っ
て
胸
に
憤
懣
を
い
だ
い

た
著
者
た
ち
が
発
憤
（
憤
り
を
発
す
）
し
て
著

し
た
も
の
な
の
だ
」
―
―
と
い
う
の
が
、
司
馬

遷
の
発
憤
著
書
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
李
陵

の
事
件
に
よ
っ
て
宮
刑
を
受
け
、
そ
れ
に
耐
え

て
文
章
を
著
し
た
異
様
な
情
念
の
持
ち
ぬ
し
と

し
て
、
司
馬
遷
は
突
出
す
る
。

　

要
す
る
に
私
た
ち
は
、
表
現
と
情
念
の
二
項

に
よ
っ
て
司
馬
遷
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
司
馬
遷
の
現
実
認
識
へ

の
注
意
が
欠
け
て
い
る
。
司
馬
遷
が
優
れ
た
歴

史
家
で
あ
る
以
上
、
同
時
代
の
現
実
に
対
す
る

深
い
認
識
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

司
馬
遷
と
い
う
個
人
、『
史
記
』
と
い
う
歴
史

書
の
理
解
の
た
め
に
重
大
な
課
題
で
あ
る
は
ず

だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
代
の
私
た
ち
は
、

司
馬
遷
の
同
時
代
認
識
を
問
題
に
し
て
こ
な

か
っ
た
。
司
馬
遷
を
二
人
に
分
解
し
、
情パ
ッ
シ
ョ
ン念と

表
イ
ク
ス
プ
レ
シ
ョ
ン

現
の
二
項
で
理
解
す
る
こ
と
に
慣
れ
て

し
ま
っ
た
か
ら
だ
。

　

林
田
愼
之
介
『
富
豪
へ
の
王
道
―
―
史
記
・

貨
殖
列
伝
を
読
み
解
く
』
は
、
私
た
ち
の
司
馬

遷
像
を
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
司
馬
遷
を

情
念
と
表
現
の
二
項
で
理
解
し
て
い
た
私
た
ち

に
対
し
て
、
本
書
は
司
馬
遷
の
認コ
グ
ニ
シ
ョ
ン

識
―
―
漢

の
武
帝
の
治
世
に
対
す
る
認
識
―
―
を
問
い
な

お
し
て
い
る
。
司
馬
遷
が
歴
史
家
と
し
て
立
つ

に
あ
た
っ
て
心
に
い
だ
い
て
い
た
同
時
代
認
識

を
、『
史
記
』
巻
一
二
九
「
貨
殖
列
伝
」
を
主

な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
本
書
は
鮮
明
に
え
が

き
だ
し
た
。
い
わ
ば
「
貨
殖
列
伝
」
を
支
点
に

し
て
司
馬
遷
と『
史
記
』の
像
を
変
え
た
の
だ
。

26

現
代
史
の
中
の
司
馬
遷

安
藤 

信
廣

林
田
慎
之
助
著

富
豪
へ
の
王
道
　
史
記
・
貨
殖
列
伝

を
読
み
解
く

四六判　288頁
講談社［1680円］



27

歴
史
と
い
う
舞
台
の
袖
で
語
り
手
の
位
置
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
司
馬
遷
に
、
逆
に
彼
の
現
代
か

ら
発
す
る
光
を
あ
て
、
現
代
史
の
な
か
で
時
代

と
切
り
結
ん
で
生
き
る
認
識
者
と
し
て
、
司
馬

遷
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章　

発
憤
著
書
と
司
馬
遷
―
―
な
ぜ
司
馬

遷
は
『
史
記
』
を
著
わ
し
た
の
か

第
二
章　

空
前
絶
後
の
同
時
代
史
と
し
て
―
―

『
史
記
』
と
「
貨
殖
列
伝
」
の
凄
味

第
三
章　

後
世
史
家
の
批
判
を
越
え
て
迫
る
司

馬
遷
の
精
神
―
―
「
遊
俠
列
伝
」
と

「
貨
殖
列
伝
」
こ
そ
『
史
記
』
の
真

髄

第
四
章　
『
史
記
』「
貨
殖
列
伝
」
の
素
封
家
た

ち
―
―
時
に
応
じ
て
姿
勢
を
か
え
、

激
動
に
乗
じ
て
勝
負
を
決
め
る

第
五
章　
「
貨
殖
列
伝
」
に
お
け
る
地
勢
学
的

経
済
論
―
―
風
土
と
歴
史
の
影
響
力

を
見
抜
い
た
司
馬
遷

第
六
章　

古
代
の
経
済
思
想
と
「
貨
殖
列
伝
」

の
先
見
性
―
―
理
想
社
会
よ
り
現
実

を
重
視
し
た
司
馬
遷

第
七
章　

権
力
者
・
武
帝
の
肖
像
―
―
始
皇
帝

を
意
識
し
た
治
世
の
光
と
影

第
八
章　

う
ち
続
く
匈
奴
征
討
の
つ
け
―
―
財

政
破
綻
と
統
制
経
済
へ
の
道

第
九
章　

権
力
に
お
も
ね
り
民
衆
を
収
奪
す
る

酷
吏
の
登
場
―
―
司
馬
遷
が
記
録
し

た
役
人
達
の
驚
く
べ
き
行
状

第
一
〇
章　

塩
鉄
の
国
有
化
と
重
税
の
圧
迫
―
―

民
衆
を
苦
し
め
た
武
帝
時
代
の
悪

法

第
一
一
章　

経
済
官
僚
を
批
判
し
た
富
翁
の
無

欲
―
―
武
帝
を
感
心
さ
せ
た
素
封

家
・
卜
式
の
善
行

　

本
書
は
「
貨
殖
列
伝
」
を
検
討
し
て
、
そ
こ

に
司
馬
遷
の
、「
上
か
ら
の
規
制
を
極
度
に
き

ら
う
自
由
な
経
済
思
想
」（
一
二
頁
）
が
示
さ
れ

て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。「
貨
殖
列
伝
」
は
、

自
己
の
才
覚
で
自
由
な
経
済
活
動
を
お
こ
な
い

財
を
成
し
た
古
今
の
人
々
、
い
わ
ゆ
る
素
封
家

を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
す
が
た

を
通
し
て
「
国
家
権
力
が
民
間
の
経
済
活
動
に

介
入
し
、
統
制
を
強
化
す
る
（
武
帝
の
）
抑
商
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政
策
」（
一
二
頁
）
を
批
判
し
た
の
だ
と
、
本
書

は
と
ら
え
て
い
る
。
武
帝
の
時
代
は
、
対
外
戦

争
の
た
め
に
経
済
的
矛
盾
が
深
刻
化
し
、
そ
れ

を
の
り
き
る
た
め
に
経
済
統
制
と
専
制
政
治
が

強
制
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
司
馬
遷
は
そ
れ
と

正
面
か
ら
対
決
し
た
の
だ
、と
い
う
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
宮
刑
の
屈
辱
を
受
け
た
司
馬

遷
に
と
っ
て
『
史
記
』
を
著
す
こ
と
は
「
起
死

回
生
を
期
し
た
精
神
の
い
と
な
み
」（
二
九
頁
）

だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
天
下
人
（
武
帝
）
へ
の

大
い
な
る
批
判
」（
二
八
頁
）
を
含
ん
で
い
た
、

こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
・
第
三
章
は
、
そ

の
批
判
が
、
国
家
に
と
っ
て
「
危
険
な
現
実
批

判
」（
三
九
頁
）
だ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。「
貨

殖
列
伝
」
だ
け
で
な
く
、「
遊
俠
列
伝
」
も
、「
遊

俠
の
徒
の
法
網
侵
犯
の
行
為
の
な
か
に
、
儒
教

理
念
の
顕
在
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
」（
五

九
頁
）
へ
の
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
四
章

か
ら
第
六
章
ま
で
は
、「
貨
殖
列
伝
」
の
主
役

で
あ
る
素
封
家
た
ち
の
、
自
由
で
同
時
に
節
度

あ
る
活
躍
を
え
が
き
、
古
代
哲
学
の
経
済
思
想

に
く
ら
べ
て
「
貨
殖
列
伝
」
に
こ
め
ら
れ
た
司

馬
遷
の
自
由
経
済
論
が
先
見
性
に
み
ち
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
七
章
か
ら
第
九
章
ま

で
は
、
武
帝
の
一
見
華
や
か
な
治
世
が
、
実
際

に
は
連
年
の
匈
奴
征
討
な
ど
の
た
め
に
財
政
破

綻
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
。
そ

れ
を
の
り
き
る
た
め
に
と
ら
れ
た
政
策
が
、
重

税
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
日
常
的
市
場
介
入
と

し
て
の
平
準
法
で
あ
り
、売
官
・
売
爵
で
あ
り
、

金
銭
に
よ
る
免
罪
制
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
国
家

統
制
に
抵
抗
す
る
も
の
を
と
り
し
ま
る
過
酷
な

法
令
で
あ
り
、
密
告
制
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

酷
吏
と
呼
ば
れ
る
残
忍
な
官
僚
群
が
現
れ
た
こ

と
を
「
酷
吏
列
伝
」
は
記
録
し
て
い
る
。
本
書

は
そ
の
事
態
を
「
武
帝
の
後
半
期
に
な
る
と
、

酷
吏
が
公
然
と
活
躍
し
、
そ
れ
を
批
判
す
る
者

は
抹
殺
さ
れ
る
暗
黒
時
代
で
も
あ
っ
た
」（
二
二

七
頁
）
と
と
ら
え
て
い
る
。
第
一
〇
章
・
第
一

一
章
は
、
財
政
の
急
迫
の
た
め
に
武
帝
の
政
府

が
つ
い
に
塩
と
鉄
の
専
売
制
に
ふ
み
き
っ
た
経

緯
を
え
が
き
だ
す
。
同
時
に
、
そ
れ
を
批
判
し

つ
つ
し
か
も
武
帝
を
支
え
よ
う
と
し
た
素
封
家

の
す
が
た
を
え
が
き
だ
し
、
専
制
君
主
の
寒
々

し
い
内
面
と
素
封
家
の
人
格
的
高
さ
と
の
対
比

が
お
こ
な
わ
れ
、
全
体
が
結
ば
れ
て
い
る
。

　

ゴ
ル
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
予
算
が
国
家
の
「
あ

ら
ゆ
る
粉
飾
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
脱
ぎ
す
て
た

骨
格
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
の
言
葉
を
ふ
ま

え
て
、
シ
ュ
ム
ペ
ー
タ
ー
は
「
財
政
史
の
告
げ

る
と
こ
ろ
を
聴
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
他

の
ど
こ
で
よ
り
も
は
っ
き
り
と
、
そ
こ
に
世

界
史
の
轟
き
を
聴
く
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た

（『
租
税
国
家
の
危
機
』木
村
元
一
・
小
谷
義
次
訳
）。

司
馬
遷
は
『
史
記
』
に
お
い
て
、
漢
の
武
帝
の

国
家
の
「
あ
ら
ゆ
る
粉
飾
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

脱
ぎ
す
て
た
骨
格
」
を
つ
か
み
出
し
、
武
帝
の

国
家
の
財
政
的
矛
盾
の
な
か
に
「
世
界
史
の
轟

き
」
を
聴
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書

は
、司
馬
遷
の
こ
の
現
実
へ
の
冷
厳
な
批
判
を
、

私
た
ち
の
前
に
明
ら
か
に
し
た
の
だ
。

　

司
馬
遷
が
武
帝
の
経
済
統
制
政
策
に
対
抗
し

て
自
由
経
済
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

李
陵
事
件
を
待
た
ず
に
両
者
の
衝
突
は
必
然

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

に
、武
帝
の
時
代
の
専
制
体
制
化
へ
の
動
き
と
、

そ
れ
に
抗
す
る
司
馬
遷
の
自
由
の
精
神
と
の
切

り
結
び
が
見
え
て
く
る
。
本
書
の
提
起
す
る
問

題
は
、
中
国
の
思
想
史
全
体
に
さ
え
か
か
わ
り
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か
ね
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
止

ま
ら
ず
、
司
馬
遷
の
認
識
が
私
た
ち
の
現
代
に

何
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
問
題
を
も
、
本
書
は

突
き
出
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、
経
済
と
倫
理
の

問
題
で
あ
る
。

　
「
貨
殖
列
伝
」に
登
場
す
る
素
封
家
た
ち
は
、

自
己
の
才
覚
を
た
の
む
自
由
を
持
っ
て
い
る

が
、
そ
の
一
方
で
厳
し
い
倫
理
を
持
っ
て
い
る

こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
彼
ら
の
活
動
を

通
じ
て
、
司
馬
遷
は
、
経
済
活
動
は
自
由
で
あ

る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
だ
が
私
た
ち
の
現
在

の
認
識
で
は
、
自
由
な
競
争
は
し
ば
し
ば
独
占

に
転
化
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
利
益
を
追
う
も
の

は
自
由
に
そ
の
追
求
を
な
し
得
る
。
国
家
か
ら

の
制
約
も
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
利
益
追
求

は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
本
性
に
ね
ざ

し
て
い
る
。
だ
が
、
現
実
の
経
済
活
動
は
一
方

に
富
の
蓄
積
を
生
み
、
他
方
に
貧
困
を
生
む
。

そ
の
極
端
な
格
差
は
、
ま
さ
に
今
日
の
社
会
問

題
で
あ
る
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
は
、
二
一

世
紀
の
「
あ
く
な
き
拝
金
主
義
者
」（
二
七
一
頁
）

を
と
り
あ
げ
、
そ
の
「
拝
金
主
義
者
の
ア
ン
モ

ラ
ル
」（
同
前
）
を
批
判
し
た
人
と
し
て
司
馬
遷

を
と
ら
え
か
え
す
。
だ
が
、「
司
馬
遷
は
単
純

な
モ
ラ
リ
ス
ト
で
は
な
い
」（
同
前
）と
も
い
う
。

敷
衍
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。

　

富
へ
の
欲
求
は
、
し
ば
し
ば
富
め
る
も
の
の

暴
力
に
転
化
し
て
し
ま
う
。
自
由
な
経
済
活
動

は
、
何
も
の
か
ら
も
自
由
で
あ
る
か
ら
、
倫
理

か
ら
の
拘
束
も
受
け
な
い
。
自
由
経
済
は
倫
理

を
排
除
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
富
の

追
求
は
倫
理
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
貨
殖
列
伝
」
の
素
封
家
た
ち
が
単
な
る

富
者
で
は
な
く
、
倫
理
的
存
在
で
も
あ
っ
た
こ

と
を
再
認
識
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
利
益
追
求
が

構
造
と
し
て
倫
理
を
排
除
す
る
が
故
に
、
富
を

追
う
も
の
は
自
由
な
意
思
と
し
て
倫
理
を
引
き

受
け
る
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

利
益
追
求
が
地
球
環
境
さ
え
破
壊
し
か
ね
な

い
今
日
、
司
馬
遷
と
本
書
が
現
代
に
向
か
っ
て

語
る
こ
と
は
、
重
大
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。(

あ
ん
ど
う
・
の
ぶ
ひ
ろ　

東
京
女
子
大
学)

  

 
 

営業時間：10時～18時/土日祭休営業時間：10時～19時(月～土)/12時～18時(日祭)


