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に
、
つ
顔
氏
家
訓
小
論
一
と
し
て
そ
の
思
想
を
紹
介
し

そ
の
の
ち
折
り
に
ふ
れ
て
之
披
の
↑
紘
一
記
に
間
同
様
あ
る
人
物
な
し
ら
ベ
た
。
そ
の
後
、
男
法
高
の
「
顔
民
家
語
数
注
」
が
出
版
さ
れ
依

の

「
顔
民
家
間
」
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
東
京
支
那
学
報
第
一

3 -

の
研
究
も
す
す
ん
だ
が
、
こ
の
論
文
は

の
人
物
を
し
ら
べ
た
と

ろ

の
と
り
え
が
あ
る
か
と
も
思
う
の
で
、
額
之
推
伝
研

の
蛇
足
と
も
思
い
つ
つ
記
述
す
る
こ
と
に
し

〉
に
旗
揚
丸
子
凶
弘
子
和
の

の
名
門
で
あ
っ
た
。
九
世
の
租
・
含
は
先
帝
の
南
渡
に
従
い
、
東
警
に
仕
え
、

際
し
て
右
光
禄
大
夫
を
加
え
ら
れ
、
年
九
一
一
一
で
卒
し
、
靖
挟
一
と
議
さ
れ
た
。
尚
、
合
の
租
矢
の
欽
は
侍
中
、
文
の
黙
は
汝
陰
太
守
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
西
晋
の
名
門
と
言
う
こ
と
は
顕
ら
か
で
あ
る
。

顛
之
推
、

介
、
梁
の

し
て
生
れ
た
。
彼
の
一

ず
の
本
籍
は
竣
邪
の
臨
訴
で
、

に
封
ぜ
ら
れ
、
侍
市
?
を
拝
し
た
。
躍
進
に

北
大
文
学
部
紀
要
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顔
氏
は

に
出
る
こ
と
は
で
き
ず
、
経
済
力
も
乏
し
か
っ

し
い
。
額
之
推
の

は
博
学
で

、

h
り
4

南
斉
の
和
策

て
治
書
待
簿
史
兼
中
混
と
な
っ
た
が
、

の

の
受
禅
に
憤
激
し
て
絶
食
し
、

に
し
て
死
ん
だ
。

(五

O

武
帝
は
こ

い
て
、
一

t

我
れ
自
ら
天
に
臨
じ
人
に
笑
ふ
、

の
士
大
夫
の

か
ら
ん
や
、
町
る
に

の
此
れ
に
至
る
と
は
、
」

っ
た

の
こ
の
気
節
は
、

の
協
、
之
推
の
父
〈
悶
九
八
年
生
|
|
!
五

の
末
期
に

わ
れ
る
の
で
あ

る
が
、

い
れ
で
顔
氏
は
暫
ら
く
出
設
の
機
会
を
失
う
。

の

は
そ
の
た
め

く
し
て
孤
児
に
な
っ
た

若
年
の
顎
か

め
ら
れ
、
草
隷
の

に
渉
り
、
草
隷
に
主
み
な
り
、
協
は
家
貧
繁
之
蟻
も
辺
…
轄
を
修
飾
し
、

て
世
人
か

tてこ

み
で
あ
っ
た
。
設
に
つ
い
て
南
史
七
十

t主

こ
主
a
1
ギ仇

ゴ
ダ

4
A
U
B

て

出
遊
せ
ず
、
」

に
は
「
梁
の

に
工
み
に
し
て
、
制
慈
の
碑
題
、

し、

協
の
書
す
る

と
こ
ろ

武
帝
に
控
え
、
ず
、
武
帝

て

4 

諮
議
参
軍
と
な
っ

でも

そ
の
当
時
よ

の
愛
野
を
N
M
て
知
ら
れ
て
い
た
。

一
一
六
)
に
王

が
荊
州

正
記
室
に
転
じ
て
い
る
。
中
大
通

三
二
、
一
ニ
盟
才
の

に
之
推
が
生
れ

こ
の
年

し
か
し
文
学
を
好

は
文
選
の

し
て
有
名
な
昭
朗
太
子
蹴
絞
が
卒
し
、
梁
の

の
政
治
に
漸
く
費
類
の

の
も
と
に
多
く
の

つ
ま
り
、

ら
す
〈
士
の
首
領
と
云

た
例
制
綬
が
潟
東
五

な

っ
て
い
る
。
顔
協
が

の
文
士
に

て
鴻
濯
し
た
こ
と

る
が
、

や
が
て
大
同
五
年
(
五

間

で
没
し

っ
た
。

湘
東
王

に
お
け
る
顔
協

と
し
て
の
活
塞
、
あ
る
い

の
位
置
に
つ
い
て
、

の
記
録
は
な
い
が
、

顔
民
家
訓
文
章

第
九

の
よ

家
の
世
々
の

み
よ
、t
 

流
俗
に
詫
は
ず
、

子普

し



時
、
西
府
新
文
紀
を
撰
す
る
も
、

一
篇
だ
に
録
せ
ら
れ
し
も
の
無
し
、
亦
世
に
偶
は
ず
、
鄭
衛
の
音
無
き
の
故
を
以
て
な
り
、
:
・
:
:
:
」
0

更
に
雑
芸
第
十
九
に
書
道
の
修
業
に
つ
い
て
、
「
真
草
の
書
迩
に
は
、
微
し
く
留
意
す
ベ
し
、
江
南
の
諺
に
云
ふ
、
『
尺
臆
書
疏
は
千
患
の

面
白
』
と
。
晋
宋
の
飴
俗
を
承
け
相
興
に
之
を
事
と
す
。
故
に
頓
に
狼
狽
す
る
も
の
な
し
。
吾
れ
幼
く
よ
り
門
業
を
承
け
、
加
え
て
性
れ

な
が
ら
愛
重
し
、
見
る
と
こ
ろ
の
法
書
も
亦
多
し
、

し
か
る
に
翫
習
の
功
夫
す
こ
ぶ
る
至
る
に
、
遂
に
佳
な
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
ま
こ
と

に
分
無
き
に
由
る
が
故
な
り
、
然
れ
ど
も
此
の
芸
は
す
べ
ら
か
く
精
に
過
ぐ
る
べ
か
ら
ず
、
夫
れ
巧
者
は
労
し
て
智
者
は
憂
ふ
と
。
常
に

人
の
役
使
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
更
に
累
た
る
を
覚
え
ん
に
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
づ
け
て
能
書
家
の
掌
仲
将
、
王
義
之
、
甫
子
雲
、

王
褒
の
例
を
あ
げ
て
、
「
此
れ
を
以
て
之
を
観
る
に
、
慎
み
て
書
を
以
て
自
ら
に
命
ず
る
こ
と
勿
れ
、
」
と
云
う
。
先
に
あ
げ
た
続
世
説

(
巻
六
)
と
あ
わ
せ
考
え
る
に
拡
に
は
顔
協
は
文
学
を
以
て
は
あ
ま
り
重
ん
ぜ
ら
れ
ず
、
能
書
を
以
て
役
使
さ
れ
て
い
た
と
思
は
れ
る
。

顔
協
の
伝
は
梁
書
巻
五
十
文
学
(
下
)
に
あ
る
。
彼
が
死
す
る
や
、
元
帝
は
哀
惜
し
て
懐
旧
詩
を
作
り
、

そ
の
一
章
に
「
孔
都
多
雅
度
、

5 ー

信
乃
含
賓
賀
、
鴻
漸
殊
未
昇
、
上
才
流
下
秩
、
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
撰
に
晋
仙
伝
五
篇
、

日
災
異
国
両
巻
が
あ
っ
た
が
、
火
災
で
な
く
な

っ
た
と
云
う
。

己善;

北
大
文
学
部
紀
要
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既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
之
推
が
九
才
に
な
っ
た
時
に
、
父
は
四
十
二
才
の
若
さ
で
没
し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
二
人
の
兄
の
教
育
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
o

「
わ
が
家
の
教
育
は
昔
か
ら
よ
く
と
と
の
っ
て
い
た
。
七
、

八
才
だ
っ
た
頃
か
ら
、

つ
ね
に
二
人
の
兄
か
ら
指
導
を
受

け
た
。
朝
夕
の
挨
拶
、
行
儀
作
法
、
言
葉
づ
か
い
顔
つ
き
な
ど
、
父
上
に
対
す
る
ご
と
く
、

を
し
た
い
か
を
た
ず
ね
、
短
所
は
な
お
し
長
所
は
の
ば
す
よ
う
に
、
心
を
く
ば
っ
て
く
だ
さ
っ
た
o

九
才
に
や
っ
と
な
る
と
、
父
上
は
な

く
な
ら
れ
、
家
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
り
、
人
々
は
い
な
く
な
っ
た
。
や
さ
し
い
兄
は
、
大
変
な
苦
労
で
養
育
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
や

つ
つ
し
ん
だ
。
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
、
何

さ
し
い
が
き
び
し
い
と
こ
ろ
が
な
く
、
指
導
も
身
に
つ
か
な
か
っ
た
。
」
(
家
訓
序
致
第
一
)
0

こ
の
一
一
人
の
兄
と
は
、
之
儀
と
之
善
と
で

あ
ろ
う
。

顔
之
儀
、
字
は
升
は
、
「
開
皇
十
一
年
冬
卒
、
年
六
十
九
。
」
(
周
書
顔
之
儀
伝
〉
と
あ
る
か
ら
、

之
推
よ
り
八
才
の
年
長
で
あ
る
。
之

-6 -

善
は
慮
文
招
の
顔
氏
家
訓
補
注
で
、
「
顔
民
家
廟
碑
有
名
之
善
者
、

云
之
推
弟
、
陪
葉
腕
令
、
操
此
則
之
善
亦
是
之
推
兄
o
」
と
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
o

こ
の
之
善
は
、

お
そ
ら
く
元
帝
が
江
陵
に
お
い
て
西
貌
の
た
め
に
殺
さ
れ
、
有
能
の
人
才
が
運
行
さ
れ
た
と

き
、
之
推
と
と
も
移
住
し
、
之
推
が
北
斉
に
脱
走
し
た
後
も
、
北
周
に
そ
の
ま
ま
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
只
、
之
儀
や
之
推
に
比
し

て
才
能
功
績
に
劣
り
、
正
史
に
名
を
と
ど
め
え
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
之
儀
の
み
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

之
儀
の
伝
は
周
書
巻
四
十
に
あ
る
。
幼
い
こ
ろ
よ
り
頴
悟
で
=
一
才
で
孝
経
を
讃
め
、
成
長
す
る
と
博
く
群
書
を
ま
な
び
、
好
ん
で
詞
賦

を
為
っ
た
。
嘗
っ
て
神
州
頭
を
献
上
し
、
元
帝
よ
り
賞
辞
を
う
け
て
い
る
o

江
陵
陥
落
ま
で
の
経
歴
は
わ
か
ら
な
い
が
、
弟
達
と
と
も
に

元
帝
に
仕
え
て
い
た
と
思
は
れ
る
。
陥
落
後
長
安
に
連
行
さ
れ
、
北
周
と
陪
に
仕
え
た
。
周
警
の
記
録
に
よ
る
な
ら
ば
、
彼
は
北
周
の
君

に
忠
誠
を
誓
っ
た
と
見
て
よ
い
。
長
安
に
お
い
て
明
帝
(
世
宗
)
は
彼
を
麟
祉
学
士
と
な
し
司
書
上
士
に
昇
進
さ
せ
た
。
明
帝
紀
(
回
同
書



巻
四
)
に
「
(
帝
は
)
幼
に
し
て
学
を
好
み
、
群
書
を
博
覧
し
、
善
く
文
を
属
す
、
詞
彩
温
麗
、
即
位
に
及
び
、
公
卿
巳
下
、
文
学
あ
る

者
八
十
余
人
を
麟
祉
殿
に
集
め
、
経
史
を
刊
校
し
、

又
衆
書
を
括
採
し
、
議
農
以
来
、
説
末
に
詑
り
、
殺
し
て
世
譜
と
為
す
、
凡
そ
五
百

巻
、
」
と
あ
る
o

こ
れ
に
従
事
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
武
帝
(
高
祖
)
が
太
子
を
立
て
、

そ
の
師
停
を
選
ん
だ
と
き
、
侍
讃
に
な

っ
た
。
太
子
が
吐
谷
揮
を
征
伐
し
た
と
き
過
失
が
あ
っ
た
。
鄭
諜
な
ど
は
匡
正
で
き
な
か
っ
た
た
め
処
罰
さ
れ
た
が
、
彼
は
よ
く
諌
言
を

し
て
い
た
の
で
小
宮
予
を
拝
し
、
平
陽
嬬
男
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
太
子
が
宣
帝
と
し
て
即
位
す
る
と
上
儀
同
大
将
軍
御
正
中
大
夫
に
遷

り
腕
胴
公
に
進
ん
だ
。

宣
帝
は
父
の
武
帝
の
不
肖
の
子
で
あ
っ
た
。
之
儀
は
屡
々
諌
め
た
が
き
か
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
や
め
な
か
っ
た
。
帝
も
い
や
が
っ
た

が
、
こ
れ
ま
で
の
縁
故
で
み
の
が
し
た
と
云
う
。
宣
帝
が
崩
ず
る
と
、
後
の
陪
の
文
帝
は
天
下
を
ね
ら
い
、

ま
ず
丞
相
に
な
ろ
う
と
し
て

否
し
て
危
く
殺
さ
れ
か
か
り
、

よ
う
や
く
命
は
た
す
か
り
西
彊
郡
守
に
左
遷
さ
れ
た
。
文
帝
が
即
位
す
る
と
都
に
呼
び
も
ど
さ
れ
新
野
郡

一 7-

偽
の
遺
詔
を
作
く
っ
た
が
、
彼
は
そ
れ
を
知
っ
て
連
署
に
最
後
ま
で
応
じ
な
か
っ
た
し
、
帝
王
の
符
璽
を
文
帝
が
要
求
し
た
と
き
も
、
拒

公
に
昇
進
し
た
。
開
皇
五
年
集
州
刺
史
に
な
り
、
翌
年
交
代
し
、

を
認
め
て
御
座
に
よ
び
ょ
せ
、

そ
の
後
仕
え
ず
優
遊
自
適
し
た
o

十
年
正
月
に
参
賀
す
る
と
帝
は
之
儀

そ
の
前
朝
で
の
忠
節
を
め
で
、
銭
十
万
米
百
石
を
与
え
た
。
翌
十
一
年
冬
卒
し
た
。
年
六
十
九
才
で
あ
っ

た。
以
上
の
列
伝
か
ら
推
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
之
儀
は
自
己
を
認
め
て
く
れ
た
王
朝
、
特
に
武
帝
に
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
が
、
北
周

に
節
義
を
以
て
奉
仕
し
た
、
そ
う
い
う
型
の
人
物
で
あ
り
、
租
父
の
顔
見
遠
に
似
た
人
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
尚
、
こ
の
兄
と
は
北
周

で
再
会
し
た
筈
で
あ
る
が
、
家
訓
に
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
兄
弟
篇
な
ど
か
ら
憶
測
す
る
に
、
何
か
疏
遠
な
も
の
を
感
ず
る
。

北
大
文
学
部
紀
要
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彼
は
父
の
死
後
、

一
家
困
窮
の
裡
に
、
両
兄
の
被
護
の
下
に
教
育
さ
れ
た
が
、

や
さ
し
い
兄
で
き
び
し
く
し
こ
ま
な
か
っ
た
の
で
、
家

学
の
周
礼
と
春
秋
左
氏
伝
を
学
ん
だ
も
の
の
、
当
時
流
行
の
美
文
を
作
る
こ
と
に
興
味
を
も
ち
、
酒
に
ふ
け
る
青
年
に
育
っ
て
い
っ
た
。

彼
は
幼
少
年
時
代
を
反
省
し
て
、
「
慈
見
鞠
養
し
、
苦
辛
備
さ
に
至
る
も
、
仁
に
あ
り
て
威
な
く
、
導
示
切
な
ら
ず
、
礼
伝
を
読
む
と
雄

も
、
微
し
く
文
を
属
す
る
を
愛
し
、
頗
る
九
人
の
陶
染
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
ほ
し
い
ま
ま
に
軽
一
言
し
、
辺
幅
を
修
め
ず
、
」
(
家
訓
、
序

致
篇
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
(
之
推
)
年
十
二
、
揮
の
自
ら
老
荘
を
講
ず
る
に
値
り
、
便
ち
門
徒
に
預
る
も
、
虚
談
は
其
の
好
む
と
こ
ろ

に
あ
ら
ず
、
」
(
北
斉
書
顔
之
推
伝
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
、
後
の
元
帝
、
当
時
は
江
東
刺
史
と
な
っ
て
い
た
鐸
の
幕
府
に
、

お
そ
ら
く

向
が
彼
に
十
二
才
の
頃
か
ら
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
o

家
訓
に
も
「
(
荘
老
周
易
は
)
元
帝
の
江
剤
の
聞
に
在
り
し
と
き
、

お
な
じ
く

Q
U
 

交
の
縁
故
で
被
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
老
年
に
な
っ
て
書
き
し
る
し
た
家
訓
に
一
貫
し
て
流
れ
る
賢
証
主
義
的
な
傾

愛
習
す
る
と
こ
ろ
、
学
士
を
召
置
し
、
親
し
く
教
授
を
な
す
、
寝
を
廃
し
食
を
忘
れ
、
夜
を
以
て
朝
を
継
ぐ
、
倦
劇
愁
憤
す
る
に
至
れ
ば

す
な
わ
ち
以
て
白
釈
を
講
ず
、
吾
れ
時
に
あ
る
い
は
末
廷
に
預
り
、
観
し
く
音
旨
を
承
る
も
、
性
既
に
頑
愚
、
亦
好
ま
ざ
る
と
こ
ろ
:
:
:
」

と
言
っ
て
い
る
。

太
清
三
年
(
五
四
九
)
十
九
才
の
時
、
彼
も
若
干
の
自
省
を
し
だ
し
た
。
「
年
十
八
九
、
少
し
く
砥
嘱
を
知
る
も
、
習
ひ
自
然
の
若
く

な
り
、
卒
に
洗
湯
し
難
し
、
」
(
観
我
生
賦
自
注
、
以
下
自
注
と
す
る
〉
0

こ
れ
は
そ
の
前
年
に
侯
景
が
反
乱
を
起
し
、
都
に
迫
り
、
太
清

三
年
三
月
に
侯
景
軍
が
都
を
完
全
に
占
領
し
た
こ
と
の
、
彼
れ
自
身
へ
の
影
響
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
危
機
下
に
揮
は
被
れ
を
国
左
常

侍
に
任
命
し
、

や
が
て
軍
功
に
よ
っ
て
鎮
西
墨
曹
参
箪
と
し
た
。
そ
の
翌
年
九
月
に
緯
の
世
子
の
方
諸
が
中
撫
軍
部
州
刺
史
と
な
っ
て
部



で
あ
り
、
そ

の
鰻
泉
、

つ一「」、

そ

っ
か
さ
ど
っ
た
。

主
将
の

は
十
五
才

州

こ
と
に
な
る
と
、

あ
っ
た
上
に
、
部
州
は
戦
線
後
方
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
政
や
防
州
制
掛
か
〕
治
断
し
、
そ
の
漣

を
は
じ
め

の
部
蒋
宋
子
仙
と
缶
約
の
寧
の

よ
っ
て
一
た
ま
り
も
な
く
罫
州
は
綴
蓄
し
、
方
諮
飽
泉

は
捕
虜
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、

ん
じ
な
か
っ
た
と

主
だ
っ

そ
う
に
な
っ
た
が
、

面
識
も
な
か
っ

の
行
台
郎
中
五
郊
の
厚
意
に
よ
っ

卸ζ

助

命
さ
れ
、

し
て
連
行
設
れ

こ
れ
が
載
の

に
お
け
る
第
一
回
毘

あ
る
。

三
刻
の
名
は
、
終
橡
滋
五
十
六
侯
景
伝
中
に
、
「
〈
中
A
後
一
万
年
)
十
二
月
〈
倹
〉
幾
多
智
中
間
出
議
家
;
;
¥
又
巡
其
行
合
左
丞
主
体
友
民
郎
中
五
封
、
話
機

獄
策
、
」
と
協
で
い
る
王
測
で
あ
ろ
う
。
沈
北
対
談
巻
一
一
十
に
あ
る
五
剣
山
似
の
乏
則
は
、
庶
民
奈
の
泌
…
?
で
は
な
い
し
、
北
斉
の
年
(
五
砲
丸
〉
に
か
?

し
て
い
る
。
同
名
異
人
と
湾
、
え
て
よ
い
。

舎 一

建
業
の
部

に
侯
景
の
た
め
に
破
壊
略
奪
さ
れ
て
、

は
蒲
条
と
し
て
以

へ
、
口
問
〕

ら
が
、

た

に
賊
の
妾
と
な
っ

し
て
い
た
。
賊
の

て
い
る
状
畿
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
機
会
を
え
て
彼
は
、

で
ほ
と
ん

義
太
子
起
す

お
そ
ら
く
捲
虜

の
あ
一
り
さ
ま
で
、
部
に
住
む
名
門
は

の
も
と
で
あ
っ
た

る
が
、
視
先
代
々
の
議
長
一
族
の
艶
住
地
毅
家
巷
の
あ

の

を
ふ決

ず
ね
て
い
る
。
全
く
破
壊
さ
れ
た
故
郷
に
お
け
る
§
分
を
、
そ
の
賦
は
「
長
干
を
経
て
以
て
掩
抑
し
、

て
認
連
す
い

っ
て
い
る
。

翌
五
五

え
推
二
十
二
才
の

王
僧
静
な
ど

は
侯
景
を
完
全
に
数
り
、

「
既
に
侯
景
を
斬
り
、

誌
を
建
業
の

る
、
百
数
之
を
食
ひ
、

か
む
に
一
会
る
、
首
会
梨
州
に
訟
へ
、

に
鯨
く
、
」
〈
観
我
生
賦
自
在
)
。
建
業
の
間
後
後
兵
士



顔
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伝

研
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の
失
火
に
よ
り
建
業
の
宮
殿
が
焼
失
し
た
こ
と
を
、
同
じ
自
注
で
か
れ
は
ふ
れ
て
い
る
か
ら
、
当
時
よ
う
や
く
自
由
を
え
て
建
業
に
い

た
こ
と
が
わ
か
る
o

十
一
月
、
江
陵
に
お
い
て
元
帝
は
即
位
し
、
之
推
は
散
騎
侍
郎
奏
舎
人
事
と
な
っ
た
。
こ
の
官
は
当
時
あ
ま
り
重

じ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
微
職
で
あ
っ
た
と
言
え
る
o

と
も
か
く
彼
は
こ
こ
で
再
び
元
帝
の
下
で
文
学
や
思
想
上
の
教
え

お
そ
ら
く
兄
と
も
相
見
え
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
司
徒
王
僧
離
は
建
業
に
あ
っ
た
秘
閣
旧
事
八
万
巻
を
江
陵
に
奏
上
し
た

を
う
け
、

の
で
、
経
部
史
部
子
部
集
部
の
四
部
の
う
ち
、
史
部
の
校
訂
に
参
加
し
た
。
こ
の
記
録
(
前
出
・
自
注
〉

に
は
、
「
員
外
郎
顔
之
推
」
と
あ

る
か
ら
、
前
記
の
散
騎
侍
郎
に
は
そ
の
あ
と
で
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

自
宋
以
来
、
用
人
雑
、
放
其
官
漸
替
、
梁
天
岡
、
雄
華
選
比
侍
中
、

而
人
終
不
見
重
。
(
唐
六
典
巻
八
、
左
散
騎
常
侍
注
)
。

(

2

)

北
周
書
顔
之
儀
伝
。
か
れ
が
神
州
煩
(
或
は
刑
州
頒
)
を
献
上
し
た

と
こ
ろ
梁
の
一
冗
帝
よ
り
手
勅
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
。

平
和
の
回
復
と
と
も
に
、
江
州
で
客
死
し
た
両
親
の
墓
を
た
て
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
。
元
帝
よ
り
勅
許
と
銀
百
両
の
下
賜
が
あ
り
、

既
に
揚
州
の
郊
北
の
小
地
で
瓦
を
焼
い
て
準
備
を
す
す
め
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
平
和
は
短
か
く
、
再
び
戦
乱
の
た
め
に
さ
ま
た
げ
ら

れ
、
之
推
兄
弟
は
こ
の
地
に
一
生
の
問
、
も
ど
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
費
用
の
工
面
も
か
な
わ
ず
、
希
望
は
は
た
さ
れ
な
か
っ
た
o

家
訓

-10 -

終
制
篇
で
は
そ
の
不
孝
を
欲
き
、

せ
め
て
も
の
償
い
に
親
よ
り
も
あ
ま
り
手
厚
い
葬
り
方
を
し
な
い
よ
う
に
息
子
達
に
切
に
さ
と
し
望
ん

で
い
る
。

こ
の
時
の
戦
乱
は
、

西
規
(
後
に
五
五
七
年
、
北
周
と
な
る
)

に
よ
る
江
陵
の
陥
落
と
破
壊
略
奪
、
元
帝
の
殺
害
、
之
推
兄
弟
と
そ

の
家
族
の
西
説
へ
の
強
制
移
住
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
元
帝
の
承
聖
三
年
(
五
五
回
)
之
推
二
十
四
才
の
と
き
で
あ
る
o

先
年
の
侯

景
の
乱
に
お
い
て
、
数
的
に
圧
倒
的
な
梁
寧
が
み
す
み
す
武
帝
の
こ
も
る
都
城
の
陥
落
を
見
す
ご
し
た
の
は
、
救
援
に
き
た
諸
王
子
聞
の

反
日
対
立
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
も
岳
陽
王
替
は
か
ね
が
ね
不
和
で
あ
る
元
帝
に
対
し
、

西
貌
に
降
っ
て
、

そ
の
兵
を
導
入



し
た
。
西
説
の
大
兵
は
こ
の
機
会
を
と
ら
え
て
和
親
を
ゃ
ぶ
り
、

不
意
に
理
由
な
く
江
陵
を
攻
撃
し
た
。
西
規
軍
が
江
陵
に
到
達
し
た
と

き
、
武
帝
は
龍
光
殿
で
老
子
義
を
講
じ
て
い
た
が
、
敵
襲
の
判
断
が
内
応
者
に
よ
っ
て
誤
ま
た
れ
、
大
丈
夫
だ
が
と
も
か
く
念
の
た
め
に

と
言
う
の
で
、

百
官
は
武
装
の
ま
ま
講
義
を
聴
聞
し
た
と
云
う
。
そ
の
夜
、
都
は
包
囲
さ
れ
た
が
帝
は
詩
を
作
る
な
ど
し
て
悠
々
た
る
文

人
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
内
応
者
に
よ
っ
て
規
軍
は
侵
入
し
、
あ
っ
け
な
く
都
は
落
ち
た
。

こ
の
戦
争
に
つ
い
て
自
注
で
は
「
孝
元
与
字
文
丞
相
断
金
講
和
、
無
何
見
滅
、
是
師
出
無
名
。
」
と
述
べ
、
周
童
日
干
謹
伝
は
「
梁
元
帝
密
与
斉
氏
通
使
、

将
謀
侵
秩
。
其
兄
子
岳
陽
玉
答
、
以
元
帝
殺
其
兄
誉
、
披
岳
陽
来
付
、
例
請
王
師
。
乃
令
謹
率
衆
出
討
、
旬
有
六
日
、
城
陥
、
梁
主
降
、
尋
殺
之
。
」
と

丸山
V
V
A
V

。

元
帝
は
既
に
ふ
れ
た
が
、
侯
景
を
破
っ
た
の
ち
、
建
業
に
集
積
さ
れ
て
い
た
図
書
を
そ
の
好
学
癖
か
ら
江
陵
に
移
し
て
い
た
。
青
年
時

(注〉

代
か
ら
の
収
集
書
と
あ
わ
せ
て
そ
の
数
は
十
余
万
(
一
八
万
巻
と
も
一
五
う
)
に
の
ぼ
っ
た
。
「
北
朝
の
墳
籍
、
江
東
の
コ
一
分
の
一
よ
り
少

唱

'4
4

・A

な
し
、
」
(
自
注
)
と
之
推
は
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
全
て
が
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

し
か
る
に
一
克
帝
は
落
城
に
あ
た
っ
て
そ
の
書
籍

を
外
城
で
焼
き
す
て
、
宝
剣
を
柱
に
う
ち
あ
て
て
折
り
、
「
文
武
の
道
、
今
夜
窮
せ
り
、
」
と
歓
じ
、
或
は
焚
書
に
つ
い
て
、
「
書
を
読
む

こ
と
万
巻
に
し
て
な
お
今
日
の
こ
と
あ
り
、
故
に
こ
れ
を
焚
く
、
」
と
好
学
の
末
路
を
自
瑚
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
o

こ
の
焚
書
中
か
ら

助
か
っ
た
本
は
十
中
の
一
、
二
と
云
う
(
陪
書
牛
宏
伝
)
こ
と
で
あ
り
、
全
中
国
に
こ
の
た
め
図
書
館
は
な
く
な
り
、
南
朝
で
典
籍
に
遺

闘
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
な
っ
た
。

(
注
)
元
帝
撰
、
金
樫
子
理
訳
書
篇
に
よ
れ
ば
、
四
十
年
間
で
凡
そ
八
万
巻
を
あ
つ
め
た
と
一
云
う
。

(
追
記
)
之
推
に
影
響
を
与
え
た
人
物
と
し
て
、
こ
の
元
帝
と
そ
の
周
囲
の
文
人
達
が
問
題
と
な
る
が
、
文
学
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
考
察

し
な
い
。
参
考
論
文
と
し
て
「
顔
之
推
の
生
活
と
文
学
観
」
村
田
慎
之
助
(
日
本
中
国
学
会
報
第
十
四
集
)
を
あ
げ
た
い
。

北
大
文
学
部
紀
要
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之

推
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研
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先
に
侯
景
の
乱
に
お
け
る
武
帝
の
死
、
今
回
の
元
帝
の
死
と
い
う
都
の
陥
落
を
伴
う
事
件
に
よ
っ
て
、
二
度
目
の
国
家
の
崩
壊
に
か
れ

は
ぶ
つ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
支
配
者
の
老
荘
思
想
愛
好
に
つ
い
て
の
批
判
が
、
か
れ
の
家
訓
に
で
る
の
も
当
然
で
あ
る

が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
戦
乱
で
目
撃
し
た
無
能
に
し
て
遊
情
な
貴
公
子
達
の
末
路
は
、
き
び
し
い
教
訓
を
与
え
た
。
家
訓
勉
学
篇
に
「
学

芸
の
あ
る
者
は
、
ど
こ
に
い
て
も
安
泰
で
あ
る
。
戦
乱
か
ら
こ
の
か
た
多
く
の
倖
虜
を
見
て
い
る
が
、
代
々
の
庶
民
で
あ
っ
て
も
、
論
垣
間

孝
経
を
読
む
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
と
も
か
く
先
生
に
な
れ
る
が
、
先
祖
代
々
の
貴
族
で
あ
っ
て
も
、
読
み
書
き
を
で
き
な
い
者
は
、

す
べ
て
田
を
耕
す
か
馬
を
飼
う
か
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
」
と
あ
る
o

3 

こ
の
征
服
に
よ
っ
て
西
視
は
南
朝
累
代
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
一
切
の
財
宝
文
物
を
収
奪
し
、

王
公
以
下
を
停
に
し
、

一
般
人
民
男

っ'u
唱

1

女
数
万
を
奴
牌
と
し
て
三
軍
に
分
賞
し
、
小
弱
者
は
す
べ
て
殺
し
た
と
云
う
。
「
あ
か
ご
に
何
の
事
あ
り
や
と
憐
み
、
老
疾
の
無
状
を
斡
れ

む
。
こ
れ
を
こ
れ
を
懐
よ
り
奪
ひ
て
草
に
棄
て
、
塗
に
つ
ま
づ
き
て
む
ち
を
受
く
。
L

(

観
我
生
賦
)

o

こ
の
非
惨
な
倖
虜
群
中
に
と
も
か

く
も
生
命
を
た
す
か
つ
て
、
之
推
は
そ
の
家
族
と
共
に
入
っ
て
い
た
。
江
陵
の
陥
落
は
十
一
月
で
あ
っ
た
か
ら
、
き
び
し
い
冬
の
寒
気
の

中
を
脚
気
に
悩
み
つ
つ
、
険
し
い
西
貌
へ
の
山
路
を
よ
ぼ
よ
ぼ
の
馬
に
策
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
馬
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
今
日
か
ら
見

る
と
厚
遇
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

し
か
し
周
以
後
六
朝
に
い
た
る
ま
で
従
僕
を
の
ぞ
い
て
官
吏
の
乗
馬
は
風
儀
を
失
す
る
こ
と
、
貴

族
に
あ
る
ま
じ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
病
気
の
彼
を
連
行
す
る
必
要
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
そ
の
意
味
で
彼
の
能
力
が
あ
る
程
度
は

-
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

伴
虜
に
な
っ
た
梁
の
貴
族
た
ち
は
、
奴
隷
身
分
に
さ
れ
、
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
酷
使
さ
れ
た
。
北
史
巻
八
十
九
庚
季
才
伝
に
よ
れ
ば
、



初
め
、
正
設
が
陥
落
し
た

は
多
く
奴
隷
む
さ
れ
た
。

は
自
分

に
そ
う
す
る
か

あ
り
ま
せ
ん
。
皆
が
叙
裁
に

挙
才
は
、

は
君
主
の

れ
と
患
い

の
で
、
身
代
金
合
は
ら
っ
て
い
る

ど
ぎ
い
ま
す
と
答
え

い
な
け
れ
ば
、

は
傍
ら
れ

て
、
命
令
を
出
し

の
伴
虜
で
奴
僻
に
な
ウ
た
数
千
人
を

る
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
そ

季
才

t主

の
文
帝
に
認
め
ら
れ
太
史
の

フじ
帝

に
あ
っ
た
。

っ
く
し
孤
に
事
ふ
ベ
し
、
ま
さ
に
富
貴
会
以

か
る
と
と
も
に
、

の
惨
状
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

へ
ん
、
」

れ
て
い
る
。
北
周
の

帝
な
ど

ち
が
長
安

た
の
と
誕
れ
て
、
弘
農
(
麗
谷
間
〉
に
行
く
こ
と
に
な
っ

龍今一

に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
え
の
陽
平
都
公
李
遠
の
書
記
を
当
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
認
め
ら
れ
た

で
あ
っ
た
。

し
て
の

西
親
に
と
ど
変
る
こ
と
一
年
、
北
総
パ
が
抑
留
さ
れ
て
い

し
た
。
田
川
の

誠
に
衰の

」
の
庚

守会

ら

あ
る
い
は
武

れ
は
そ
の
才

13 -

せ

つ
づ
い
て
い
民
陽
侯
藷
淵
明
会
〕

に
室
2A」

の
謝
挺
、

と
し
て
送
り
こ
ん

の
噂
が
、
弘
繭
践
に
い
る
彼
の
も
と
に
と
ど
い

際
覇
先
は
替
安
王
方
知
日
を
泰
じ
、

五
五
留
年
十
一
月
に
元
帝
、
が
捕
え
ら
れ
、

の

ぜ
敬
帝
と
し

れ
る
や
、

の

一
月
に
建
康
で

な
お
く
り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
若
干
の
ゴ
タ
ゴ
タ
の
後
、

王
僧
議
は
期
間
切
な
迎
え
い
れ
帝
と
し
敬
慌
を
太
子
と
し

る
。
し
か
る

淵
現
を
鮪
け
、
数
出
wを
譲
位
さ
せ

五
五

し

に
あ
?
た
こ
の
よ

西
麓
に
と
っ
て

の
激
動
は
、

の
前
半
の
み

っ
た
の
で
あ
る
。

態
に
お
い
て
、
築
と
斉
の
連
合
が
も
っ
と
も
重
大
事
で
る
っ
た
た
め
と
思
は
ふ
れ
る
。

北
大
文
学
部
和
実

の
こ
と
で
あ

之
捻

0) 

一
陣
鼎
立
の
状



顔

之

推

伝

研

究

之
推
の
い
た
宏
農
は
黄
河
に
泊
い
、
長
安
を
敵
国
か
ら
守
る
前
線
根
拠
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
舟
に
乗
っ
て
河
を
く
だ
り
、
難
所
の
砥
柱

を
突
破
す
れ
ば
易
々
と
し
て
北
斉
勢
力
下
の
洛
陽
あ
た
り
に
到
達
で
き
た
。
斉
を
経
て
梁
に
帰
る
こ
と
は
可
能
に
な
っ
た
と
思
は
れ
た
の

で
あ
る
。
か
く
て
丙
子
の
歳
(
五
五
六
)
の
元
旦
に
箆
に
う
ら
な
う
と
、
「
泰
の
放
に
之
く
」
に
遇
っ
た
。
こ
れ
に
力
を
え
て
機
会
を
ま

つ
う
ち
に
、
「
河
水
の
に
わ
か
に
ま
し
た
の
に
よ
り
、
船
を
準
備
し
て
妻
子
を
た
ず
さ
え
て
斉
に
む
か
い
、
砥
柱
の
難
所
を
通
過
し
た
の

で
、
時
人
は
そ
の
勇
決
を
ほ
め
た
た
え
た
。
し
(
顔
之
推
伝
)

o

黄
河
の
水
は
通
例
陽
暦
で
は
六
月
か
ら
十
月
に
か
け
増
水
す
る
か
ら
、
そ

又
「
水
路
七
百
皇
、

の
う
ち
の
好
機
を
ね
ら
い
一
夜
の
う
ち
に
決
行
し
た
の
で
あ
る
。
「
昏
に
胎
を
分
陳
に
揚
し
、
曙
に
績
を
河
陰
に
結
ぶ
o
」
(
観
我
生
賦
)
、

一
夜
市
至
。
」
(
自
注
)
に
よ
っ
て
彼
の
勇
敢
な
壮
挙
が
事
実
と
わ
か
る
。
彼
は
こ
の
と
き
妻
子
合
つ
れ
て
い
た
が
、

長
男
の
思
魯
は
そ
の
命
名
よ
り
見
る
と
、
こ
の
抑
留
中
に
生
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
男
の
悲
楚
は
、
単
に
江
陵
の
事
件
を
ふ
ん
ま

え
る
と
い
う
よ
り
も
、
梁
か
ら
陳
へ
の
王
朝
交
代
(
陳
覇
先
が
即
位
し
た
の
は
、
こ
の
翌
年
五
五
七
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
0
)

の
反
映

4
斗晶

噌

E
A

で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
男
の
瀧
秦
の
名
は
ど
う
し
て
も
斉
の
滅
亡
後
に
お
け
る
周
へ
の
移
住
の
反
映
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
証
拠
は
、
北
斉

書
顔
之
推
伝
の
「
之
推
在
斉
二
子
、
長
日
思
魯
、
次
回
、
悲
楚
、
蓋
不
忘
本
也
o
」
で
あ
る
。

之
推
に
は
妻
子
の
ほ
か
、
同
行
者
が
い
た
。
家
訓
帰
心
篇
に
、
「
江
陵
の
高
偉
、
吾
れ
に
随
い
て
斉
に
入
る
、
凡
そ
数
年
、
幽
州
の
淀

中
に
魚
を
捕
ふ
。
後
に
病
む
。
病
む
ご
と
に
、

つ
ね
に
群
魚
の
醤
る
を
見
て
、
死
す
o
」
と
因
果
話
の
例
に
さ
れ
て
い
る
高
偉
は
、
漁
師

お
そ
ら
く
脱
出
行
の
船
を
操
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
高
偉
以
外
に
も
水
路
や
船
の
こ
と
に
く
わ
し
い
人
が
い
る
に
し
て
も
、
河
を
く
だ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
。

顔
之
推
、
高
偉
な
ど
の
望
郷
の
念
の
つ
よ
さ
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
宏
農
で
の
生
活
の
き
び
し
さ
と
看
視
の
厳
重
さ

を
指
摘
し
た
い
。
そ
れ
は
彼
の
主
人
の
李
遠
に
つ
い
て
、
周
書
巻
二
十
五
に
お
い
て
宏
農
で
の
こ
と
を
、
「
遠
は
普
く
経
撫
し
幹
略
あ
り
。

で
あ
っ
て
、
江
陵
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
、
故
郷
を
恋
う
て
之
推
に
同
行
し
、

夜
間
、



守
殺
の

精
鋭
な
ら
ざ
る
な
し
。

つ
ね
に
厚
く
外
人
を
撫
し
て
間
諜
た
ら
し
め
、
敵
や
の
動
静
、

に
之
を
知
る
。
事
の

の
の
、
こ
の
年
に
は
援

」
と
此
の
都

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ら
れ
し
者
あ
る
に
議
る
も
、
亦
以

し
て
斉

は
か
〈
戦
状
態
に
な
っ
て
い
て
、
文
宣
帝
高
洋
は

ぷ〉

し
た
も
の
の
、
輝
頭
先
は

れ
に
大
勝
し
、

や
が
て
そ
の
翌
五
五

の
天
下
を
ゆ
ず
り
う
け
て
陳
が
輿
つ

つ
う
ち
に
梁
は
亡

彼
は
亡
国
の
冒
と
し

と
に
な
る
。

て
奉
制
執
務
に
険
し
、

に
は
べ
ら
し
た
と

の

の
大
夫
と
い
う
と
こ
ろ
、
主
客
汁
の

ずこ

五
八
)
六
月
、

総
連
池
に
遊
猟
し
、

に
伴
し
た
と
き
、

し
て
之
推
に
一
本
め
さ
せ
た
が
、
こ
の

営
外
で
飲
瀬
し
て
い
た
の
で
、

こ
の
こ

る
と
、

し
ば
ら
く

中
止

よ

れ
て
、
こ
れ
叫
に
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
家
に
な
っ
た
。
こ
の

は
之
推
二
十

の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が
、
壌
の

-15 

欽
揺
が
悪
い
結
果
b
y
，
も
た
ら
し
た
併
で
あ
り
、

で
も
飲
ま

、
t
u
 

な
か
っ
た
彼
の

ん
で
や
り
た
い
。

に
こ
の
失
態
を

上
秦
し

の
漢
人
文
土
へ
の
題
意
合
見
る
の
で
あ
る
。

の
文
化
人
と
し
て
の

る
と
人
か

い
が
る
り
、

が
披
の
…
廷
を
ひ
っ
ぱ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
家
訓
女
章
篇
に
、

「
江
南
で
は

し
て
も
ら
い
、
欠
点
が
あ
る
と
わ
か
れ

す
ぐ
に
で
も
改
め
る
。
。
し
か

の
風

で
は
批
評
は
し
な
い
の
だ
。
わ
た
し
が
は
じ
め
て
野
に
来
た
こ
ろ
、
こ
の
こ
と
で
人
の

は
結
対
に
か
る
が
る

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
今
で

し
て
い
る
。
お
支
え
た

し
て
誌
な
ら
ぬ

北
大
文
学
部
紀
楽



顔

之

捻

伝

究
4 

こ
の

り
よ
う
や
く
北
照
と
北
奔
の
攻
守
が
、

そ
の
と
こ
ろ
を
代
え
|
!
五
五

の

に
対
し
よ

る
え
り
の
の
、

の

に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、

つ
づ
く
と
と
も
に
、
法
額
約
に
と
と
の
っ
て
き

の
議
芽
が
勺
で
き

ム

ノ¥

四
〉
律
令
を
頒
布
し
悶
賦
を
制
し
、

六
六
)

に
士
人
を
任
用
す
る

に
大
な

ご
い
る
。

〈後〉

や
仙
斉
輩
出
巻
コ
一
ナ
八
、
党
文
議
同
協
。
作
品
掛
錦
及
び
北
斉
で
は

人
、
が
同
州
令
に
な
る

と
か
w

泌
と
し
て
い
た
。

五
六

の
後
主
高
偉
が
即
位
す
る
と
と
J
h

に
、
そ
の

治ゐ

と
り
ま
く
部
近
の

の

に
よ
り
、

-16 -

之
括
会
合
む
漢
人
官
僚
と
征
服
務
級
出
身
の

の
対
立
抗
争
、
或
は
崩
の

か
ん

ら
み
れ
ば
、
自
己
の
能
力
(
特
に

の
対
立
抗
争
i
l
a初
号
}
の
分
類

よ

勲
再
出
身
お
る
い
は
銭
卒
の

に
か
ざ
な
り
合
う
も
の
℃
あ
っ
た
l
!ー
が
激
化
し
、

の
権
力
闘
争
の
際
初
的
多
彩
性
を
認
識
し
、
そ
の
考
察
か

し
う
る
も
の
で
な
く
、

の
自
力
は
い
よ
い

る
。
こ
の

ぷ〉

し
子
議

の
こ
し

対
立
抗
争

の
接
療
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

の

の
全
盛
期
が
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
閣
の
之
推
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
く
わ
し
い

と
は
わ
か
ら

な
い
。
五
五

の

で
出
世
を
の
が
し
た

の

に
お
い
て
家
訓

ら
み
る
と
太
露
の
主

空
交
際
が
注
閲

マ
h
v
o

し
が
む
か
し
奔
の

J¥ 

の

し
た
と
き
、

り
上
支
県
に
入
つ

の
か
た
数
十
尽
に
猟
鵠
村
が
あ



っ
て
、
そ
こ
で
百
官
は
馬
糧
を
う
け
た
。
晋
陽
の
東
、

百
余
里
の
充
仇
亭
の
側
に
あ
る
が
、
こ
の
二
個
所
が
も
と
の
何
処
か
は
ぜ
ん
ぜ
ん

わ
か
ら
な
い
。

い
ろ
い
ろ
し
ら
べ
た
が
全
く
わ
か
ら
な
い
。
字
林
韻
集
を
し
ら
べ
て
や
っ
と
猟
聞
は
も
と
繍
飴
緊
、
尤
仇
は
も
と
航
暫
亭

で、

い
ず
れ
も
上
交
県
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
時
に
太
原
の
王
勧
が
郷
邑
記
注
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
二
つ
の
地
名
を

教
え
た
ら
大
い
に
喜
ん
だ
O

L

(

家
訓
勉
学
篇
)
。
更
に
北
奔
書
本
伝
に
「
河
清
末
(
五
六
四
頃
)
、
趨
州
功
曹
参
軍
に
任
用
さ
れ
た
、
」

あ
る
が
、
家
訓
書
証
篇
に
「
わ
し
が
嘗
っ
て
趨
州
の
佐
と
な
っ
た
と
き
、
太
原
の
王
劫
と
と
も
に
柏
人
城
西
門
の
内
側
の
碑
を
読
ん
だ
。
」

と
い
う
こ
と
と
、
碑
文
中
の
山
名
を
諸
々
の
字
書
か
ら
校
証
し
そ
の
結
果
を
「
郭
に
い
っ
て
貌
収
に
説
明
し
た
ら
、
収
は
大
い
に
嘉
敷 と

し
た
o
」

と
い
う
話
が
の
っ
て
い
る
。

王
酌
は
太
原
晋
陽
の
人
で
、

父
の
松
年
は
斉
の
通
直
散
騎
侍
郎
で
あ
る
。
五
五
四
年
に
貌
収
が
説
書
を
文
宣
帝
に
た
て
ま
っ
た
と
き
、

非
難
を
し
た
の
で
帝
か
ら
処
罰
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
o

劫
は
少
年
時
代
よ
り
寡
黙
で
読
書
を
好
み
、
弱
冠
で
尚
書
僕
射
説
収
に
み
と
め
ら

月

i
噌

E
A

れ
、
参
開
府
軍
事
か
ら
や
が
て
太
子
舎
人
待
詔
文
林
館
に
累
遷
し
た
o

貌
収
は
大
寧
元
年
に
開
府
、
河
清
二
年
(
五
六
三
)
に
右
僕
射
に

王
劫
は
二
十
才
前
後
に
之
推
と
交
際
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
o

彼
は
待
詔
文
林
館
時
代
に
「
博
物
」
に
つ
い
て
世

の
識
者
か
ら
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
斉
よ
り
周
に
な
る
と
不
遇
で
あ
っ
た
が
惰
で
は
女
帝
に
認
め
ら
れ
、
著
作
郎
と
な
り
起
居
注
を

修
め
る
こ
と
に
従
事
し
、
帝
の
意
を
た
え
ず
む
か
え
る
こ
と
に
努
め
、
場
帝
の
と
き
官
は
秘
書
小
監
に
す
す
ん
で
没
し
た
。
経
史
の
謬
誤

な
っ
て
い
る
か
ら
、

を
採
摘
し
て
読
書
記
三
十
巻
を
撰
し
た
。
時
人
は
そ
の
精
博
に
服
し
た
と
云
う
o

之
推
は
お
そ
ら
く
こ
の
主
劫
な
ど
と
、
こ
の
不
遇
の
時

代
を
考
詮
的
な
研
究
に
従
事
し
て
い
た
と
思
は
れ
る
。
そ
の
成
果
は
家
訓
の
童
日
詮
・
音
辞
な
ど
の
篇
に
や
が
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
注
)

北
斉
書
巻
=
一
十
五
、
王
松
年
伝
。
陪
書
巻
六
十
九
、
主
的
伝
。
北
斉
書
巻
三
十
七
、
貌
収
伝
。

北
大
文
学
部
紀
要



毅

之

推

伝

研

究

之
推
が
議
州
功
曹
参
軍
よ

つ
い
て
家
訓
は
ふ
り
か
え
っ
て
、
一

2

句
。
古
J
h

ど
の
歳
見

こ
の
間
の
か
れ
の
心

は
大
過
は
稀
れ
に
な
っ
た

(
序
致
議
〉
と年

月(内
文三ぷ
林三
館 v

げる
の

霊弓
さ
れ
た の

間
の
苦
労
の

こ
と
♂
で
あ
ろ
う
。
後
主
、
が
即
位
し
て
、

か
れ
の
尊
敬
す
る

が
執
政
と
な
っ
て
、

の
と
き
で
あ
る
。
か
っ

に
お
い
て

(
五
回
二
、

一
才
の
と
き
、

さ
れ
学
者

が
集
め

"̂ J~ 
ゑ為、

文
林
鍍
は
斉
に
お
い
て
護
か
に

に
主
謀
者
と
な
っ
た
の

み
i
桝

L
を

し

執
政
の

動
か
し
、

の
部
長
頴
に
よ
っ
て

か
せ
、
後
主

っ
た

ち
と
一
緒
に
な
っ

に
な
っ
た
ど
い
う
ほ

の
貴
人
を
入
れ
た
く
な
か

に
か
た
む
く
の
を
玄
っ
て

が
上
秦
し
て

に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

高
官
の

は
少
年
の

ふ
っ
た
出

来
事
で
あ
っ

18 

〈

1
〉

ハ
2
〉

ハ
3
〉

設
立
年
代
に
つ
い
て
家
制
料
品
果
注
の
訟
に
よ
っ
た
。

淡
綴
災
後
紀
ハ
下
)
、
練
漆
成
叩
内
抑
伝
ο

北
t
芳
香
巻
四
十
二
、
際
持
作
品
乙
公
。

秘
書
お
と
し
て

歩
合
」
初
め
た
。

か
れ
は

し
て
い
る
人
物
の
一
人
が
こ
の

の

し
く
仕
官
の

で
若
く
よ

、
世
間
関
よ

り
認
め

持ザし
帯、か
を
好
ん は

議
率
で
、
廉
慌
し

っ
た
。
し
ば

し
、
婦

人
関
係
も
伸
被
ま

し
て
も
悔
悟
の

処
罰
を
う
け
て
も
、

そ
の
文
才
台
以
て
免
る
さ
れ
て
い

る
G 

一
十
九
の

の
翻
く
一
記
す
る
。
そ
し
て
そ
の
悪
行
会
制
列
挙
す
る
。
し
か
し
綿
々



行
為
を
見
る
と
、
「
性
不
覇
故
殺
」

一丈夫一

認
れ
る
如
く
、

、
」
と
。
設
の
才
能
は
諸
々

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
は
け
口
に
悶
ま
っ
て
の
仕
業
に
思
わ
れ
る
。

で、

る
は
な
く
、

に
文
章
に
す
ぐ
れ
て
い
た
の
み
で
な

く

し
、
外
国
間
の

e

験
阻
問
占
候
医
薬
の
術
も
解
し
た
。

選
擦
律
を
無
視
し
う
る
こ
の
よ
う
な
入
閣
は
如
仰
な
る
方
法
で
政
権
に

や
が
て
設
が
帝
伎
を
う
る
こ
と
を
預
言
し

い
て
い
っ
た
か
。
後
に
武
成
帝
ハ
五
六

と
な
っ

で
あ
っ
た
時
に
、

ぃ
、
果
し

る
や
、
擢
ん
で

っ
た
。

容
ハ
郡
太
守
と
い
恥
じ
、
再
び
報
廷
に
も
ど
り
太
常
小
郷
散
議
常
侍
と
な
り
、
認
識
を
掌
る
こ

ら
常
に

接
近
し
、
そ
の

か
え
る
こ
と

め
た
。
後
主
高
総

で
上
秦
し
、

に
税
慌
を
〉
つ
け
た
。
こ
こ
に

て
秘
書
監
と
な
り
、
武
成
帝
と
後
主
主
と
か

れ
た
こ
と
か
ら
、

宇
品
、
ず
黄
門
侍
郎
劉
滋
と
伯
作
よ
く
な

り
、
そ
こ
で
侍
中
尚
率
ム
ヲ
議
彦
深
、

の

し
て
、
迭
を
し
て

し
め
ん
と
し
た
が
、
議
が
健
一
れ

19 -

州
制
約
史
に
し

か
っ
た
。
こ
れ
が
も
れ
て
光
州
に
徒
さ
れ
、
地
下
牢
で
失
明
す
る
に
い
た
っ

の
駿
令
萱
(
陵
蝋
、

や
が
て
武
成

よ
り

っ
て
海

後
主
の

の
養
母
と
な

が
勢
力
を
ふ
る
い
、
そ
の

の
穆
提
婆

i
l母

i
穆
活
の

っ
た
の
で
、
そ
の
本
姓
結
合
}
棲
に
変
更
し
た
i
i
iが
親
幸
さ
れ
て
い
た
の
で
、

つ
℃

こ
対

す
る
警
戒
を
説
い
た
。
和
士
聞
も
撲
の

め
て
謀
去
と
し
よ
う
と
し
て

て
、
壁
掘
と
と
も

に
彼
の

い
た
の
で
、

イコ

和
土
問
問

る
や
、
武
平
二
年

七

)
陸
却
に

い
て
瀦
彦
深
を
地

方
に
出
し
、
自
ら
は
侍
中
と
な
り
、

る
左
丞
相
餅
律
党
合
]
叛
乱
罪
で
談
殺
し
、

勢
伎
は
朝
廷
を
お
お
っ
た
。
八
月
そ
の

し
た
。
こ
の

そ
の
外
或
の

ん
と
し
た
も

の
で
、

つ
づ
い
て

こ
れ
よ
り
文
武

切
の
大
権
を
掌
撞
し
、
和
士
聞
が
執
政
と
な
っ
て
以
来
、
乱
れ
て
い

北
大
文
学
部
紀
要



顔

之

推

伝

研

究

家
を
漸
次
に
滅
亡
に
導
き
、

四
十
七
才
の
冬
に
北
周
は
斉
に
攻
撃
を
加
え
、
晋
陽
は
陥
落
し
、
内
応
は
あ
い
つ
づ
い
た
。
こ
の
危
機
に
際

し
て
之
推
は
諦
都
で
の
一
戦
に
敗
れ
た
ら
陳
に
逃
れ
る
こ
と
を
す
す
め
た
o

後
主
は
彼
を
平
原
太
守
に
任
じ
退
路
の
確
保
に
あ
た
ら
せ
た

が
、
遂
に
後
主
は
北
周
に
と
ら
わ
れ
北
斉
は
ほ
ろ
ん
だ
。
五
七
七
年
で
あ
る
。
か
く
て
之
推
ば
周
の
武
帝
の
お
伴
と
し
て
長
安
に
お
も
む

く
斉
の
文
官
十
八
人
の
中
に
加
え
ら
れ
、
周
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
象
末
(
五
八

O
年
頃
)
御
史
上
士
と
な
っ
た
。
隔
に
な
る
と

開
皇
二
年
(
五
八
二
)
に
、
官
中
の
雅
楽
に
胡
楽
が
つ
か
わ
れ
て
い
た
が
、
梁
国
の
楽
を
も
と
に
し
て
古
典
か
ら
研
究
し
作
る
こ
と
を
上

秦
し
た
が
、
文
帝
は
拒
否
し
て
、
「
梁
楽
は
亡
国
の
音
楽
、
な
ん
ぞ
我
が
用
に
立
た
ん
や
o
」
と
言
っ
た
(
陪
書
音
楽
志
中
)
。
こ
の
頃

(
注
)

か
れ
は
命
令
に
よ
り
秦
時
代
の
鉄
の
称
権
の
銘
の
文
字
の
解
読
を
し
た
り
、
南
北
や
古
今
の
音
韻
に
つ
い
て
の
討
論
を
し
て
い
る
。
政
治

的
に
失
意
の
状
態
に
お
い
て
、
何
が
か
れ
を
さ
さ
え
た
か
。
そ
れ
は
か
つ
て
斉
に
お
い
て
三
十
代
の
か
れ
の
悩
み
を
ま
、
ぎ
ら
せ
た
も
の
が

(
注
)

家
訓
書
誼
篇
。
陸
法
言
、
切
韻
序
。

。L
q
L
 

五
十
代
で
再
び
役
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。

者
顔
師
古
で
あ
る
o

三
人
の
男
の
子
と
、

か
れ
を
慰
め
た
も
の
に
開
皇
元
年
に
之
推
の
長
男
思
魯
に
子
が
生
れ
た
こ
と
で
あ
る
o

後
に
漢
書
の
注
釈
者
と
し
て
有
名
な
唐
の
大
学

そ
の
孫
に
か
れ
は
希
望
を
託
し
た
の
で
あ
る
。
家
訓
勉
学
篇
に
、
関
中
に
う
つ
さ
れ
た
の
ち
の

話
と
し
て
次
の
記
事
が
あ
る
。

「
軒
が
征
服
さ
れ
て
関
に
徒
さ
れ
た
o

思
魯
が
あ
る
と
き
わ
し
に
言
っ
た
o

朝
廷
に
禄
位
も
な
く
、
家
に
積
財
も
な
い
、
労
働
し
て
孝
養

す
べ
き
で
す
、

つ
ね
づ
ね
課
業
が
多
く
経
史
に
苦
労
し
て
、
子
供
の
本
分
も
つ
く
せ
な
い
、

お
ち
つ
け
ま
せ
ん
と
。
わ
し
は
言
い
き
か
せ

た
。
子
供
は
孝
養
を
心
と
し
、
父
は
学
問
さ
せ
る
も
の
だ
、
汝
が
学
を
棄
て
財
産
を
え
て
、
わ
が
衣
食
を
ゆ
た
か
に
し
て
く
れ
て
も
、
め

し
も
う
ま
く
な
い
し
、
着
物
も
あ
た
た
か
く
な
い
、
も
し
先
王
の
道
に
努
力
し
、
家
の
学
問
を
つ
ぐ
な
ら
、
粗
衣
粗
食
で
も
、
わ
し
は
満



足
だ
ぞ
と
o」
0

そ
の
末
年
、
之
推
は
太
子
に
召
さ
れ
学
士
(
露
門
学
士
?
)
と
な
り
、
六
十
才
す
ぎ
ま
で
生
き
て
い
た
。
彼
の
子
供
思
魯
・
静
秦
・
孫

の
師
古
、
そ
の
子
の
揚
庭
は
唐
書
、
新
唐
書
に
そ
れ
ぞ
れ
伝
が
あ
る
。
次
男
の
懲
楚
の
一
家
は
陪
末
の
乱
で
賊
に
眼
わ
れ
た
(
旧
唐
書
巻

五
十
六
・
朱
柴
伝
。
〉
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
い
た
ま
し
い
。

北
斉
末
年
の
漢
人
官
僚
、
特
に
諒
殺
事
件
に
か
ら
む
人
々
に
つ
い
て
述
べ
た
か
っ
た
が
、
本
論
文
の
性
質
上
、
割
愛
し
た
。
彼
等
の
立
身
の
経
粋
に

(
追
記
)

は
唐
宋
の
官
僚
の
活
動
の
め
ぼ
え
を
一
示
め
す
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、

一
言
ふ
れ
て
お
く
。
但
し
彼
等
の
時
代
の
制
約
も
強
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

qδ 
の
ん




