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は
じ
め
に

　

裴
松
之
『
三
国
志
注
』
は
、
中
国
史
学
思
想
の
内
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
歴

史
学
に
相
応
す
る
科
学
性
・
合
理
性
を
発
見
す
る
こ
と
を
目
指
す
中
国
史
学
研

究
の
命
題
の
も
と
、
そ
れ
が
認
め
う
る
早
期
の
事
例
と
し
て
夙
に
注
目
さ
れ
て

き
た
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、裴
松
之
の
史
料
批
判
は
、そ
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
「
合

理
」
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
定
の
個
人
の
性
格
と
い
う
、
実
証
困
難
な

主
観
的
根
拠
に
よ
っ
て
史
書
の
記
録
を
虚
妄
と
断
定
し
、
激
し
く
批
判
す
る
例

が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
近
代
歴
史
学
と
は
異
な
る
史
学
の
あ
り
方
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
一
見
し
て
恣
意
的
と
も
思
え
る
史
料
批
判
の
例
は
、
む
し
ろ
裴
松

之
ひ
い
て
は
劉
宋
期
の
歴
史
観
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
稿
は
、『
三
国
志
注
』
に
お
け
る
史
料
批
判
と
そ
の
偏
向
性
を
検
討
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
裴
松
之
の
歴
史
観
お
よ
び
そ
の
背
景
と
し
て
の
「
河
東
の
裴

氏
」
の
置
か
れ
て
い
た
歴
史
的
な
環
境
と
劉
宋
貴
族
社
会
に
つ
い
て
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
．
主
観
的
な
史
料
批
判

　

先
行
す
る
裴
松
之
研
究
は
、『
三
国
志
注
』
に
お
け
る
史
料
批
判
の
合
理
性
・

科
学
性
に
焦
点
を
当
て
る
研
究
が
多
か
っ
た
。

　

た
と
え
ば
宮
岸
雄
介
）
1
（

は
、『
三
国
志
注
』
編
纂
の
動
機
を
「
陳
寿
の
『
三
国
志
』

は
、
同
時
代
王
朝
に
対
す
る
遠
慮
か
ら
叙
述
が
簡
略
で
、
ま
た
当
時
は
三
国
時

代
の
各
王
朝
の
史
書
、
個
人
の
伝
記
、
家
伝
と
い
っ
た
雑
伝
が
同
時
に
存
在
し
、

陳
寿
の
『
三
国
志
』
の
内
容
と
違
っ
た
記
事
を
数
多
く
伝
え
て
い
た
。
こ
う
し

た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
裴
松
之
は
、
陳
寿
に
代
わ
っ
て
三
国
の
歴
史
の
真
相
を

解
明
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
」
と
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
裴
松
之
注
に
は
、

表
現
の
潤
色
へ
の
批
判
、
合
理
的
な
史
実
の
考
証
、
史
実
を
潤
色
し
た
創
作
に
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対
す
る
批
判
、
実
録
へ
の
志
向
な
ど
、「
史
家
は
真
実
を
そ
の
ま
ま
書
く
べ
き
」

と
い
う
唐
代
の
劉
知
幾
『
史
通
』
の
先
駆
け
と
な
る
よ
う
な
史
学
意
識
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
、
と
評
し
た
。

　

崔
凡
芝
）
2
（

は
、
裴
松
之
の
「
上
三
国
志
注
表
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、『
三
国

志
注
』
が
①
本
文
の
記
事
を
補
う
（
補
闕
）、
②
本
文
と
は
異
な
る
記
録
を
引

く
（
備
異
）、
③
本
文
や
引
用
文
献
の
誤
り
を
正
す
（
懲
妄
）、
④
史
事
へ
の
論

評
（
論
辨
）
と
い
う
、
史
学
独
特
の
注
釈
方
針
を
持
つ
と
し
、
そ
の
史
学
的
意

義
を
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
裴
松
之
は
史
書
に
対
し
、
理
性
的
か
つ
公
平
な
叙

述
、
史
事
や
人
物
へ
の
客
観
的
な
検
証
を
求
め
て
い
た
と
し
、「
上
三
国
志
注

表
」
に
は
「
史
家
撰
著
史
书
也
要
广
収
博
采
史
料
、
认
真
鉴
别
考
核
、
合
理
剪

裁
去
取
、
才
能
写
出
信
实
可
靠
的
史
书
」
と
い
う
精
神
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

し
た
。

　

渡
邉
義
浩
）
3
（

は
、
崔
凡
芝
と
同
じ
く
「
上
三
国
志
注
表
」
の
四
つ
の
注
釈
方
針

に
着
目
し
、
③
懲
妄
が
近
代
歴
史
学
に
お
け
る
内
的
史
料
批
判
に
、
④
論
辨
が

外
的
史
料
批
判
に
そ
れ
ぞ
れ
相
応
し
う
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
近

代
歴
史
学
の
手
法
に
通
じ
る
方
法
論
の
出
現
が
、「
史
」
と
い
う
文
化
的
価
値

を
学
術
の
一
分
野
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
従
属
し
て
い
た
儒
教
か
ら
自
立
せ
し
め

た
、
と
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
裴
松
之
注
は
従
来
、
そ
の
実
録
を
志
向
す
る
叙
述
態
度
、
科

学
的
な
史
料
批
判
の
手
法
な
ど
に
よ
り
、
合
理
的
史
学
の
先
駆
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
き
た
。
あ
る
い
は
林
田
慎
之
助
）
4
（

は
、
裴
松
之
注
に
志
怪
小
説
が
引
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
、「
史
実
を
更
に
深
く
多
角
的
、
多
面
的
に
照
ら
し
出

す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
…
…
た
と
え
一
つ
の
史
実
に
相
い
反
す
る
異
聞
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
含
め
て
検
證
し
て
ゆ
け
ば
、
よ
り
深
い
史
実
に
到
達
で
き

る
道
が
あ
り
、
そ
れ
が
ほ
ん
も
の
の
史
実
の
発
見
に
つ
な
が
る
方
法
だ
と
、
裴

松
之
は
考
え
て
い
た
」
と
し
た
が
、
こ
の
林
田
の
研
究
は
、
荒
唐
無
稽
で
あ
る

は
ず
の
志
怪
小
説
を
何
故
裴
松
之
の
よ
う
な
合
理
的
史
家
が
採
用
し
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
裴
松
之
の
合
理
性
が

ひ
と
つ
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

こ
れ
ら
裴
松
之
の
合
理
性
へ
の
注
目
の
背
景
に
は
お
そ
ら
く
、
中
国
史
学
の

な
か
か
ら
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
歴
史
学
に
相
応
し
う
る
科
学
性
・
合
理
性
を
発

見
し
よ
う
と
す
る
、
中
国
史
学
思
想
研
究
共
有
の
問
題
意
識
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
中
国
史
学
に
お
け
る
思
想
の
欠
落
、
科
学
性
の

欠
如
、
倫
理
性
の
偏
重
を
批
判
し
た
近
代
歴
史
学
へ
の
反
発
に
至
る
。

　

か
つ
て
川
勝
義
雄
）
5
（

は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
巨
大
な
中
国
人
の
努
力
の
結

果
を
、
い
と
も
簡
単
に
片
づ
け
た
。「
シ
ナ
人
の
歴
史
は
、
何
の
判
断
も
理
屈

も
な
し
に
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
を
、
そ
の
ま
ま
記
録
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
」
と
。…
…
ヘ
ー
ゲ
ル
が
示
し
た
態
度
と
似
た
よ
う
な
考
え
方
は
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
学
問
を
至
上
の
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
て
き
た
わ
が
国
の
学
者
た
ち
に
お

い
て
も
、
今
な
お
一
脈
の
名
ご
り
を
留
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、

近
代
歴
史
学
が
下
す
中
国
史
学
に
対
す
る
評
価
に
疑
問
を
呈
し
た
。
そ
し
て
川

勝
を
承
け
た
稲
葉
一
郎
）
6
（

は
、「
中
国
で
は
い
か
に
し
て
歴
史
学
の
科
学
性
を
確

立
し
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
具
体
的
に
は
史
料
批
判
の
方
法
を
ど
の
よ
う
に

し
て
手
に
い
れ
、
磨
き
を
か
け
、
歴
史
叙
述
の
科
学
性
を
高
め
て
い
っ
た
か
の
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過
程
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
こ
そ
を
中
国
史
学
史
研
究
の
重
要
な
課
題
と
し

て
挙
げ
た
。
稲
葉
は
こ
の
宣
言
の
も
と
、
劉
知
幾
『
史
通
』
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

歴
史
学
の
方
法
論
に
相
応
す
る
史
学
理
論
、
合
理
主
義
的
精
神
、
科
学
的
水
準

を
見
出
す
）
7
（

。

　

こ
う
し
た
、
近
代
歴
史
学
の
視
座
に
偏
る
中
国
史
学
思
想
研
究
の
あ
り
方
に

は
、
筆
者
は
幾
分
か
の
疑
問
を
覚
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
史
学
に
科
学
的
合

理
性
を
求
め
た
研
究
の
意
義
は
大
き
い
。
裴
松
之
研
究
で
言
え
ば
、
た
し
か
に

『
三
国
志
注
』
か
ら
は
、
科
学
的
史
料
批
判
の
手
法
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
科
学
的
手
法
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
と
、
科
学
的
実
証
こ

そ
を
志
向
し
た
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
裴
松
之
の
持
つ

「
合
理
」
性
が
、
近
代
科
学
的
な
意
味
に
お
い
て
の
合
理
性
と
同
義
で
あ
る
と

は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
、
裴
松
之
の
史
料
批
判
に
は
、
今
日
的
に
は
客
観
的
と
は
言
い
難
い
も

の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

謝
承
の
後
漢
書
に
曰
く
、「
蔡
邕 

王
允
の
坐
に
在
り
て
、
卓
の
死
す
る
を

聞
き
、
歎
惜
の
音
有
り
。
允 

邕
を
責
め
て
曰
く
、「
卓
は
國
の
大
賊
た
り
、

主
を
殺
し
臣
を
殘
ふ
。
天
地
の
祐
け
ざ
る
所
、
人
神
の
疾
を
同
じ
く
す
る

所
な
り
。
君
は
王
臣
為
り
て
、
世
々
漢
恩
を
受
く
る
も
、
國
主
の
危
難
に
、

曾
ち
戈
を
倒
さ
ず
、
卓
の
天
誅
を
受
け
て
、
更
に
嗟
痛
す
る
か
」
と
。
便

ち
廷
尉
に
收
付
せ
し
む
。
…
…
公
卿 

邕
の
才
を
惜
し
み
、
咸 

共
に
允
を

諫
む
。
允
曰
く
、「
昔 

武
帝
は
司
馬
遷
を
殺
さ
ず
、
謗
書
を
作
し
、
後
世

に
流
せ
し
む
。
方
今 

國
祚
は
中
ご
ろ
に
衰
へ
、
戎
馬
は
郊
に
在
り
。
佞

臣
を
し
て
筆
を
執
り
て
幼
主
の
左
右
に
在
ら
し
む
可
か
ら
ず
。
後
に
吾
が

徒
を
し
て
並
び
に
謗
議
を
受
け
し
め
ん
」
と
。
遂
に
邕
を
殺
す
」
と
。

臣
松
之 

以
為
へ
ら
く
、
①
蔡
邕 

卓
の
親
任
す
る
所
と
為
る
と
雖
も
、
情

は
必
ず
し
も
黨
な
ら
ず
。
寧
ん
ぞ
卓
の
姦
凶
た
り
て
、
天
下
の
毒
む
所
と

為
る
を
知
ら
ざ
ら
ん
。
其
の
死
亡
す
る
を
聞
き
、
理
と
し
て
歎
惜
す
る
無

し
。
縱
ひ
復
た
令
し
然
ら
ば
、
應
に
反
り
て
王
允
の
坐
に
言
ふ
べ
か
ら
ず
。

斯
れ
殆
ど
謝
承
の
妄
記
な
り
。
②
史
遷
の
紀
傳
、
博
く
世
に
奇
功
有
る
も
、

而
も
王
允
の
孝
武 

應
に
早
く
遷
を
殺
す
べ
し
と
謂
ふ
と
云
ふ
。
此
れ
識

者
の
言
に
非
ず
。
但
だ
遷 

孝
武
の
失
を
隱
さ
ず
、
其
の
事
を
直
書
す
る

を
為
す
の
み
、
何
の
謗
か
之
れ
有
ら
ん
。
③
王
允
の
忠
正
、
內
省
し
て
疚

ま
ざ
る
者
と
謂
ふ
可
し
、
既
に
謗
に
懼
る
無
し
。
④
且
つ
邕
を
殺
さ
ん
と

欲
せ
ば
、
當
に
邕
の
死
に
應
ふ
や
不
や
を
論
ず
べ
し
、
豈
に
其
の
己
を
謗

る
を
慮
り
て
枉
げ
て
善
人
を
戮
す
可
け
ん
や
。
此
れ
皆 

誣
罔
に
し
て
通

ぜ
ざ
る
の
甚
し
き
者
な
り
）
8
（

。

　

こ
こ
で
の
裴
松
之
は
、
王
允
が
保
身
の
た
め
に
蔡
邕
を
処
刑
し
た
と
い
う
謝

承
『
後
漢
書
』
の
記
事
に
対
し
、

①
蔡
邕
が
本
心
か
ら
董
卓
に
仕
え
た
は
ず
が
な
く
、
道
理
と
し
て
哀
惜
す
る
は

ず
も
な
い
。

②
王
允
が
世
に
評
価
の
高
い
『
史
記
』
を
指
し
て
、「
武
帝
が
司
馬
遷
を
殺
さ

な
か
っ
た
た
め
に
誹
謗
の
書
を
編
ま
れ
た
」
と
言
う
は
ず
が
な
い
。

③
王
允
は
「
忠
正
」
に
し
て
や
ま
し
い
こ
と
は
な
く
、
自
身
へ
の
誹
謗
を
恐
れ

る
は
ず
が
な
い
。
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④
王
允
が
蔡
邕
の
罪
を
論
じ
て
処
刑
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
保
身
の
た
め
に
善

人
を
殺
す
は
ず
が
な
い
。

と
述
べ
て
、
こ
の
記
事
を
「
斯
れ
殆
ど
謝
承
の
妄
記
な
り
」「
誣
罔
に
し
て
通

ぜ
ざ
る
の
甚
し
き
者
」
と
非
難
す
る
。
裴
松
之
が
根
拠
と
す
る
の
は
、
い
ず
れ

も
蔡
邕
・
王
允
の
内
面
や
人
間
性
と
い
う
、
い
わ
ば
裴
松
之
に
よ
る
主
観
的
な

人
物
評
価
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
蔡
邕
が
「
卓
の
親
任
す
る
所
と
為
る
と
雖
も
、

情
は
必
ず
し
も
黨
な
ら
ず
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
王
允
が
「
忠
正
」
で
あ
る
こ

と
が
前
提
と
し
て
議
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
こ
う
し
た
理
解
が
、
議
論
の
前
提
に
で
き
る
ほ
ど
に
六
朝
当
時
に
あ
っ

て
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
袁
宏
『
後
漢
紀
』
と

范
曄
『
後
漢
書
』
蔡
邕
伝
は
、
謝
承
『
後
漢
書
』
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
な
く
、

こ
の
逸
話
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
採
録
し
て
い
る
。
と
く
に
范
曄
は
、「
執
政 

乃

ち
子
長
の
謗
書
の
後
に
流
る
る
を
追
怨
し
、
此
れ
に
放
ひ
て
戮
を
為
す
。
未
だ

或
い
は
之
を
典
刑
に
聞
か
ず
」
と
、
こ
の
逸
話
に
基
づ
い
て
王
允
を
批
判
す
る
）
9
（

。

　

あ
る
い
は
、
裴
松
之
が
「
識
者
の
言
に
非
ず
」
と
批
判
す
る
「
武
帝
は
司
馬

遷
を
殺
さ
ず
、
謗
書
を
作
し
、
後
世
に
流
せ
し
む
」
と
い
う
逸
話
中
の
王
允
の

『
史
記
』
理
解
は
、
李
賢
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
班
固
が
「
司
馬
遷 

書
を
著
は

し
、
一
家
の
言
を
成
す
。
身
を
以
て
刑
に
陷
る
に
至
り
、
故
に
微
文
も
て
刺
譏

し
、
當
世
を
貶
損
す
る
は
、
誼
士
に
非
ざ
る
な
り
」
と
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
）
10
（

。

裴
松
之
が
「
妄
記
」
と
断
定
で
き
る
ほ
ど
謝
承
『
後
漢
書
』
の
記
事
は
突
飛
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
王
允
や
『
史
記
』
へ
の
評
価
も
、
当
時
に
あ
っ

て
も
自
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
）
11
（

。

　

も
う
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

獻
帝
春
秋
に
曰
く
、「
董
承
の
誅
さ
る
る
や
、
伏
后 

父
の
完
に
書
を
與
へ
、

司
空 

董
承
を
殺
し
、
帝 

方
に
報
怨
を
為
す
と
言
ふ
。
完 

書
を
得
て
以

て
彧
に
示
し
、
彧 

之
を
惡
む
も
、
久
し
く
隱
し
て
言
は
ず
。
…
…
彧 

後

に
事
の
覺
る
を
恐
れ
、
自
ら
之
を
發
せ
ん
と
欲
し
、
因
り
て
求
め
て
使
と

し
て
鄴
に
至
り
、
…
…
彧
曰
く
、「
伏
后 

子
無
く
、
性 

又 

凶
邪
な
り
。

往 

常
に
父
に
書
を
與
へ
、
言
辭 

醜
惡
た
り
、
此
に
因
り
て
廢
す
可
き
な

り
」
と
。
太
祖
曰
く
、「
卿
は
昔 

何
ぞ
之
を
道
は
ざ
る
や
」
と
。
彧 

陽

り
驚
き
て
曰
く
、「
昔 

已
に
嘗
て
公
が
為
に
言
ふ
な
り
」
と
。
太
祖
曰
く
、

「
此
れ
豈
に
小
事
に
し
て
吾 

之
を
忘
れ
ん
や
」
と
。
彧 

又 

驚
き
て
曰
く
、

「
誠
に
未
だ
公
に
語
ら
ざ
ら
ん
か
。
昔 

公
は
官
渡
に
在
り
て
袁
紹
と
相
持

せ
り
、
內
顧
の
念
を
增
す
を
恐
れ
、
故
に
言
は
ず
」
と
。
太
祖
曰
く
、「
官

渡
の
事
の
後
に
何
を
以
て
か
言
は
ず
」
と
。
彧 

對
ふ
る
無
く
、
闕
を
謝

す
の
み
。
太
祖 

此
を
以
て
彧
を
恨
む
も
、
而
も
外
は
之
を
含
容
し
、
故

に
世 

知
り
得
る
莫
し
。
…
…
」
と
。

臣
松
之 

案
ず
る
に
、
獻
帝
春
秋
云
ふ
な
ら
く
、
彧 

伏
后
の
事
を
發
せ
ん

と
欲
し
て
求
め
て
使
と
し
て
鄴
に
至
り
、
而
し
て
方
に
太
祖
を
誣
は
ん
と

し
て
昔
に
已
に
嘗
て
言
へ
り
と
。
言 

既
に
徵
無
く
る
や
、
迴
し
て
託
す

に
官
渡
の
虞
を
以
て
す
。
俛
仰
の
閒
、
辭
情 

頓
屈
し
、
庸
人
に
在
る
と

雖
も
、
猶
ほ
此
れ
に
至
ら
ず
。
何
を
以
て
か
賢
哲
を
玷
累
せ
ん
や
。
凡
そ

諸
の
云
云
、
皆 

鄙
俚
よ
り
出
で
、
吾
儕
の
言
を
以
て
し
て
厚
く
君
子
を

誣
ふ
者
と
謂
ふ
可
し
。
袁
暐
の
虛
罔
の
類
、
此
れ
最
も
甚
し
き
を
為
す
な
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り
）
12
（

。

　

荀
彧
が
伏
皇
后
の
密
書
を
隠
蔽
し
、
の
ち
に
発
覚
を
恐
れ
て
曹
操
に
弁
明
す

る
も
返
答
に
窮
し
た
と
言
う
逸
話
で
あ
る
が
、
裴
松
之
が
史
料
批
判
の
根
拠
と

す
る
の
は
、「
俛
仰
の
閒
、
辭
情 

頓
屈
し
、
庸
人
に
在
る
と
雖
も
、
猶
ほ
此
れ

に
至
ら
ず
。
何
を
以
て
か
賢
哲
を
玷
累
せ
ん
や
」
と
言
う
よ
う
に
、「
賢
哲
」

と
い
う
や
は
り
主
観
的
な
荀
彧
像
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
裴
松
之
は
こ
の
逸

話
を
、「
皆 

鄙
俚
よ
り
出
で
、
吾
儕
の
言
を
以
て
し
て
厚
く
君
子
を
誣
ふ
」
た

め
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
と
批
判
し
、『
献
帝
春
秋
』
の
「
虛
罔
」
を
強
く
詰
っ
た
。

し
か
し
、
第
二
節
で
扱
う
よ
う
に
、
当
時
荀
彧
の
評
価
は
分
裂
し
て
い
た
。
曹

操
の
追
求
に
言
を
左
右
に
す
る
荀
彧
の
姿
は
、
容
易
に
「
虛
罔
」
と
言
い
切
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
も
裴
松
之
が
自
ら
の
主
観
を
論
の
前
提
と
す
る
例
と

言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
『
三
国
志
注
』
に
は
、
特
定
人
物
の
性
格
、
す
な
わ
ち
主
観
的

な
人
物
観
を
根
拠
と
し
て
記
事
の
真
贋
を
判
断
す
る
史
料
批
判
が
散
見
さ
れ
る
）
13
（

。

裴
松
之
の
史
料
批
判
は
、
必
ず
し
も
常
に
客
観
的
合
理
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
あ
る
場
面
で
は
恣
意
性
を
含
む
。
近
代
歴
史
学
の
史
料
批
判
と
は
異
な
る

あ
り
方
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
事
例
は
決
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
数
え
ら
れ
る
程
度
し
か
確
認
で
き
な
い
。
全
体
で
見
れ
ば
、
先
行
研
究

で
評
価
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
綿
密
な
史
料
批
判
が
多
数
を
占
め
る
。
そ
れ
で
も
、

こ
う
し
た
事
例
が
い
く
ら
か
で
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
性
の
墨
守

が
裴
松
之
に
と
っ
て
の
至
上
の
課
題
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
科
学
的
実

証
は
裴
松
之
に
お
い
て
有
用
な
方
法
論
の
ひ
と
つ
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
達
成

が
目
的
そ
れ
自
体
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
恣
意
性
・
偏
向
性
が
裴
松
之
の
歴
史
観

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
先
の
例
で
裴
松
之
が
実

証
を
放
棄
し
な
が
ら
も
擁
護
し
た
荀
彧
で
あ
る
が
、
裴
松
之
の
荀
彧
へ
の
高
評

価
は
別
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
．
漢
の
忠
臣
荀
彧

　

裴
松
之
が
荀
彧
に
対
し
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
つ
と
に
吉
川
忠

夫
）
14
（

に
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
雑
喉
潤
）
15
（

も
、「
荀
彧
に
つ
い
て
非
難

め
い
た
こ
と
が
記
し
て
あ
る
書
物
を
採
録
し
た
場
合
、
必
ず
裴
松
之
自
身
が
、

反
論
の
た
め
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
荀
彧
を
評
価
す
る
情
熱
は
、
諸
葛

亮
に
次
ぐ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
裴
松
之
の
荀
彧
論
が
も
っ
と
も
よ
く
表

現
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
三
国
志
』
巻
十
の
評
に
施
さ
れ
た
注
で
あ
る
。

評
に
曰
く
、
荀
彧 

清
秀
通
雅
に
し
て
、
王
佐
の
風
有
り
。
然
れ
ど
も
機

鑒
先
識
あ
る
も
、
未
だ
能
く
其
の
志
を
充
た
さ
ざ
る
な
り
。

〔
注
〕
①
世
の
論
者
、
多
く
彧
の
規
を
魏
氏
に
協
は
し
、
以
て
漢
祚
を
傾

け
、
君
臣 

位
を
易
ふ
る
は
、
實
に
彧 

之
に
由
り
、
晚
節
に
異
に
立
つ
と

雖
も
、
運
移
を
救
ふ
無
く
、
功
は
既
に
義
に
違
へ
、
識
は
亦
た
疚
む
と
譏

る
。
陳
氏
の
此
の
評
、
蓋
し
亦
た
世
識
に
同
じ
き
な
り
。
臣
松
之 

以
為

ら
く
、
斯
の
言
の
作
さ
る
る
は
、
誠
に
未
だ
其
の
遠
大
な
る
者
を
得
ざ
れ

ば
な
り
。
彧 
豈
に
魏
武
の
志
氣
、
衰
漢
の
貞
臣
に
非
ざ
る
を
知
ら
ざ
ら
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ん
や
。
②
良
に
以
ふ
に
時
に
王
道
は
既
に
微
た
り
て
、
橫
流
は
已
に
極
ま

り
、
雄
豪
は
虎
視
し
、
人
は
異
心
を
懷
き
、
撥
亂
の
資
、
仗
順
の
略
有
ら

ざ
れ
ば
、
則
ち
漢
室
の
亡
は
忽
諸
に
し
て
、
黔
首
の
類
は
殄
き
ん
と
。
夫

れ
時
英
を
翼
讚
し
、
一
た
び
屯
運
を
匡
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
斯
の
人
と
之

れ
與
に
す
る
に
非
ず
し
て
誰
と
與
に
せ
ん
や
。
是
の
故
に
急
病
を
經
綸
す

る
こ
と
、
身
首
を
救
ふ
が
若
く
し
、
能
動
を
嶮
中
に
用
ひ
、
大
亨
に
至
る
。

③
蒼
生 

舟
航
の
接
を
蒙
り
、
劉
宗 

二
紀
の
祚
を
延
ぶ
る
は
、
豈
に
荀
生

の
本
圖
、
仁
恕
の
遠
致
に
非
ざ
ら
ん
や
。
④
霸
業 

既
に
隆
く
、
翦
漢
の

迹 

著
し
き
に
及
ぶ
に
至
り
て
、
然
る
後
に
身
を
亡
ぼ
し
節
に
殉
じ
て
、

以
て
素
情
を
申
べ
、
大
正
を
當
年
に
全
し
、
誠
心
を
百
代
に
布
く
。
重
き

を
道
の
遠
き
に
任
ひ
、
志
を
行
ひ
義
を
立
つ
と
謂
ふ
可
し
。
之
を
未
だ
充

た
さ
ず
と
謂
ふ
は
、
其
れ
誣
に
殆
き
か
）
16
（

。

　

裴
松
之
が
傍
線
部
①
で
述
べ
る
よ
う
に
、
荀
彧
が
漢
を
滅
ぼ
し
た
曹
操
に
加

担
し
た
こ
と
、
晩
年
に
な
っ
て
は
一
転
曹
操
に
抵
抗
し
た
こ
と
な
ど
を
巡
り
、

荀
彧
へ
の
評
価
は
当
時
の
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
范

曄
も
「
世
言
荀
君
者
、
通
塞
或
過
矣
」（『
後
漢
書
』
列
伝
六
十 

荀
彧
伝 
論
）

と
述
べ
て
い
る
ほ
か
、
実
際
に
荀
彧
を
批
判
し
た
も
の
と
し
て
は
袁
宏
『
後
漢

紀
』
巻
三
十 

献
帝
紀 

建
安
十
七
年
の
議
論
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
世
評
に
対
し
、
こ
こ
で
の
裴
松
之
は
以
下
の
荀
彧
擁
護
を
主
張
す

る
。

②
世
が
乱
れ
、
漢
が
滅
亡
に
瀕
し
て
い
た
時
勢
を
打
開
す
る
た
め
に
、
曹
操
に

仕
え
る
の
は
妥
当
で
あ
る
。

③
百
姓
が
救
済
さ
れ
、
漢
が
二
十
四
年
に
渡
り
命
脈
を
保
っ
た
の
は
、
荀
彧
の

功
績
で
あ
る
。

④
曹
操
が
簒
奪
の
意
を
露
わ
に
す
る
と
、
身
を
犠
牲
に
し
て
義
を
貫
い
た
。

　

裴
松
之
の
主
張
は
、
荀
彧
が
一
時
曹
操
に
仕
え
た
こ
と
を
正
当
化
す
る
と
と

も
に
、
曹
操
政
権
下
で
の
荀
彧
が
実
際
に
世
を
救
い
漢
に
功
を
挙
げ
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
最
終
的
に
漢
の
た
め
に
一
命
を
擲
っ
た
こ
と
に
あ
る
。「
未
だ
能
く

其
の
志
を
充
た
さ
ざ
る
な
り
」
と
評
し
た
陳
寿
を
は
じ
め
と
す
る
、
荀
彧
の
忠

を
疑
う
世
評
へ
の
反
論
で
あ
る
。
裴
松
之
に
お
い
て
は
、
荀
彧
は
漢
の
忠
臣
と

し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
裴
松
之
は
、
陳
寿
が
荀
彧
・
荀
攸
の
列
伝
を
賈
詡
伝
と
同
巻
に
ま
と

め
た
こ
と
へ
も
矛
先
を
向
け
る
。

臣
松
之 

以
為
へ
ら
く
、
列
傳
の
體
が
、
事
類
を
以
て
相
從
ふ
。
…
…
詡

も
て
程
郭
の
篇
に
編
ま
ず
し
て
、
二
荀
と
與
に
並
列
す
る
は
、
其
の
類
を

失
す
る
な
り
。
且
つ
攸
詡
の
為
人
、
其
れ
猶
ほ
夜
光
の
蒸
燭
に
與
く
が
ご

と
し
。
其
れ
照
る
こ
と
均
し
と
雖
も
、
質
は
則
ち
異
な
れ
り
。
今 

荀
賈

の
評
、
共
に
同
に
一
稱
す
る
は
、
尤
も
區
別
の
宜
を
失
す
る
な
り
）
17
（

。

　

そ
も
そ
も
、
裴
松
之
が
陳
寿
の
評
に
対
し
何
ら
か
の
異
議
を
挟
む
こ
と
自
体

が
き
わ
め
て
少
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
正
面
か
ら
反
論
す
る
例
は
こ
の
箇
所

以
外
に
は
な
い
。
裴
松
之
の
荀
彧
に
対
す
る
評
価
の
高
さ
、
及
び
そ
れ
に
固
執

す
る
裴
松
之
の
姿
勢
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
荀
彧
へ
の
高
評
価
の
傾
向

は
、
裴
松
之
と
同
時
代
の
范
曄
『
後
漢
書
』
の
荀
彧
評
と
非
常
に
よ
く
似
る
の
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で
あ
る
。

論
に
曰
く
、
帝
を
西
京
に
遷
し
て
よ
り
、
山
東 

騰
沸
し
、
天
下
の
命 

倒

縣
す
。
荀
君 

乃
ち
河
冀
を
越
え
、
閒
關
し
て
以
て
曹
氏
に
從
ふ
。
其
の

舉
措
を
定
め
、
言
策
を
立
て
、
崇
に
王
略
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
國
艱

に
急
な
る
を
察
す
る
に
、
豈
に
亂
に
因
り
て
義
を
假
り
て
、
以
て
正
に
違

ふ
の
謀
に
就
く
と
云
は
ん
や
。
誠
に
仁
も
て
己
が
任
と
為
し
、
民
を
倉
卒

に
紓
く
す
る
を
期
す
る
な
り
。
董
昭
の
議
を
阻
む
に
及
び
て
、
以
て
非
命

を
致
す
は
、
豈
に
數
な
ら
ん
や
。
…
…
時
運
の
屯
邅
に
方
り
て
は
、
雄
才

に
非
ず
ん
ば
以
て
其
の
溺
る
る
を
濟
ふ
こ
と
無
く
、
功
は
高
く
埶
は
彊
け

れ
ば
、
則
ち
皇
器 

自
ら
移
る
。
此
れ
又 
時
の
並
ぶ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

蓋
し
其
の
正
に
歸
す
る
を
取
る
の
み
に
し
て
、
亦
た
身
を
殺
し
て
以
て
仁

を
成
す
の
義
な
り
）
18
（

。

　

范
曄
は
、
曹
操
に
仕
え
た
荀
彧
の
本
心
が
漢
を
護
持
す
る
こ
と
と
民
を
救
う

こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
、
世
を
救
い
え
た
の
は
曹
操
の
よ
う
な
実
力
者
の
も
と
だ

け
で
あ
っ
た
こ
と
、
荀
彧
が
曹
操
に
与
し
た
の
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
状
況
ゆ
え

の
こ
と
、
漢
が
滅
び
た
の
は
時
勢
の
必
然
で
あ
っ
て
荀
彧
の
行
為
が
原
因
で
は

な
い
こ
と
、
荀
彧
が
曹
操
の
魏
公
即
位
に
反
対
し
て
死
ん
だ
の
は
「
身
を
殺
し

て
以
て
仁
を
成
す
の
義
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
荀
彧
の
擁
護
を
図
っ
た
。
同

じ
く
荀
彧
擁
護
を
主
張
し
た
裴
松
之
と
、
論
点
・
論
法
に
似
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

范
曄
も
ま
た
、
漢
の
忠
臣
と
し
て
の
荀
彧
像
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　

前
稿
）
19
（

で
は
、
こ
の
范
曄
の
荀
彧
評
の
背
景
を
、
六
朝
貴
族
と
い
う
范
曄
個
人

の
置
か
れ
た
立
場
に
求
め
た
。
す
な
わ
ち
范
曄
は
、
自
己
を
含
む
六
朝
貴
族
社

会
の
祖
で
あ
る
荀
彧
ら
党
人
・
名
士
を
擁
護
す
る
こ
と
で
）
20
（

、
同
時
に
六
朝
貴
族

の
宣
揚
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
際
し
漢
の
忠
臣
と
い
う
荀

彧
像
が
強
調
さ
れ
た
の
は
、
漢
の
末
裔
を
称
し
そ
れ
に
正
統
性
を
求
め
た
劉
宋

の
国
家
観
の
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
党
人
・
名
士
が
漢
に
忠

で
あ
っ
た
こ
と
と
同
様
に
、
そ
の
裔
た
る
六
朝
貴
族
が
漢
の
裔
た
る
劉
宋
を
輔

弼
す
る
に
足
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
貴
族
と
は
そ
う
あ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と

の
表
現
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
范
曄
と
同
じ
く
劉
宋
を
生
き
、
同
じ
く
六
朝
貴
族
社

会
に
属
し
た
裴
松
之
の
荀
彧
評
価
が
范
曄
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
理
由
も
、

同
様
に
説
明
で
き
よ
う
。
裴
松
之
は
、
自
ら
の
文
化
・
価
値
基
準
の
淵
源
と
し

て
の
荀
彧
像
を
守
る
た
め
に
、
そ
れ
へ
の
史
評
に
固
執
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
荀
彧
像
を
損
な
い
う
る
『
献
帝
春
秋
』
の
記

事
に
は
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
る
。

三
．
寒
門
層
に
よ
る
史
書
へ
の
低
評
価

　

裴
松
之
の
史
料
批
判
・
史
論
の
貴
族
層
へ
の
偏
り
は
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て

非
貴
族
層
、
つ
ま
り
寒
門
層
に
よ
る
史
書
へ
の
低
評
価
と
し
て
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

第
一
節
で
崔
凡
芝
の
研
究
に
よ
り
確
認
し
た
よ
う
に
、
裴
松
之
は
自
ら
の
注

釈
方
針
に
、「
其
の
闕
を
補
ふ
」、「
異
聞
を
備
ふ
」、「
其
の
妄
を
懲
ら
す
」、「
時

事
の
當
否
及
び
壽
の
小
失
、
頗
る
愚
意
を
以
て
論
辯
す
」
の
四
点
を
挙
げ
る
が
、
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記
事
の
当
否
の
判
断
に
留
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
て
引
用
す
る
史
書
そ
の

も
の
に
評
価
を
下
す
こ
と
も
あ
る
。
多
く
は
な
い
の
で
、
管
見
で
確
認
で
き
た

限
り
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

①
『
三
國
志
』
巻
一 

武
帝
紀

評
価
対
象
：
孫
盛
『
魏
氏
春
秋
』

臣
松
之
以
為
へ
ら
く
、
史
の
言
を
記
す
に
、
既
に
潤
色
多
し
。
故
に
前
載

の
述
ぶ
る
所
、
實
に
非
ざ
る
者
有
り
。
後
の
作
者
、
又 

意
を
生
し
て
之

を
改
む
。
實
を
失
ふ
に
於
て
や
、
亦
た
彌
々
遠
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
凡
そ
孫

盛 

書
を
製
る
に
、
左
氏
を
用
ひ
て
、
以
て
舊
文
を
易
ふ
る
こ
と
多
し
。

此
の
如
き
者
は
一
に
非
ず
。
嗟
乎
、
後
の
學
者
、
將
た
何
く
に
信
を
取
ら

ん
）
21
（

。

②
『
三
國
志
』
巻
四 

高
貴
郷
公
紀

評
価
対
象
：
張
璠
『
後
漢
紀
』・
虞
溥
『
江
表
伝
』・
郭
頒
『
魏
晋
世
語
』

案
ず
る
に
張
璠
・
虞
溥
・
郭
頒 

皆 

晉
の
令
史
た
り
、
璠
・
頒
は
出
で
て

官
長
と
為
り
、
溥
は
鄱
陽
内
史
と
な
る
。
璠
は
後
漢
紀
を
撰
し
、
未
だ
成

ら
ざ
る
が
似
き
と
雖
も
、
辭
藻 

觀
る
可
し
。
溥
は
江
表
傳
を
著
し
、
亦

た
粗
ぼ
條
貫
有
り
。
惟
だ
頒
は
魏
晉
世
語
を
撰
し
、
蹇
乏
に
し
て
全
く
宮

商
無
く
、
最
も
鄙
劣
為
る
も
、
時
に
異
事
有
る
を
以
て
、
故
に
頗
る
世
に

行
は
る
。
干
寶
・
孫
盛
ら
多
く
其
の
言
を
采
り
て
以
て
晉
書
を
為
す
。
其

の
中 

虛
錯
の
此
の
如
き
者
、
往
往
に
し
て
之
有
り
）
22
（

。

③
『
三
国
志
』
巻
五 

甄
皇
后
伝

評
価
対
象
：
王
沈
『
魏
書
』

臣
松
之 

以
為
へ
ら
く
、
春
秋
の
義
は
、
内
の
大
惡
を
諱
み
、
小
惡
を
書

か
ず
。
…
…
魏
史 

若
し
以
ひ
て
大
惡
と
為
さ
ば
、
則
ち
宜
し
く
隱
し
て

言
は
ざ
る
べ
く
、
若
し
謂
ひ
て
小
惡
と
為
さ
ば
、
則
ち
應
に
假
為
の
辭
も

て
す
べ
か
ら
ざ
る
も
、
而
も
虛
文
を
崇
飾
す
る
こ
と
乃
ち
是
に
至
る
。
舊

史
に
聞
く
所
に
異
な
れ
り
。
此
れ
よ
り
推
し
て
言
は
ば
、
其
の
卞
甄
諸
后

の
言
行
の
善
を
稱
す
る
こ
と
、
皆 

以
て
實
論
と
し
難
し
。
陳
氏
の
刪
落
、

良
に
以
有
る
な
り
）
23
（

。

④
『
三
国
志
』
巻
六 

袁
紹
伝

評
価
対
象
：
楽
資
『
山
陽
公
載
記
』・
袁
暐
『
献
帝
春
秋
』

資
・
暐
の
徒 

竟
に
何
人
為
る
か
知
ら
ざ
る
も
、
未
だ
然
否
を
識
別
す
る

こ
と
能
は
ざ
り
て
、
輕
し
く
翰
墨
を
弄
び
、
妄
り
に
異
端
を
生
じ
て
、
以

て
其
の
書
を
行
ふ
。
此
の
如
き
の
類
、
正
に
以
て
視
聽
を
誣
罔
し
、
後
生

を
疑
誤
せ
し
む
る
に
足
ら
ん
。
寔
に
史
籍
の
罪
人
に
し
て
、
達
學
の
取
ら

ざ
る
所
の
者
な
り
）
24
（

。

⑤
『
三
国
志
』
巻
十 

荀
彧
伝

評
価
対
象
：
袁
暐
『
献
帝
春
秋
』

凡
そ
諸
々
の
云
云
、
皆 

鄙
俚
よ
り
出
で
、
吾
儕
の
言
を
以
て
し
て
厚
く

君
子
を
誣
ふ
者
と
謂
ふ
可
し
。
袁
暐
の
虛
罔
の
類
、
此
れ
最
も
甚
し
き
為

る
な
り
）
25
（

。
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⑥
『
三
国
志
』
巻
十
二 

崔
琰
伝

評
価
対
象
：
孫
盛
『
魏
氏
春
秋
』

孫
盛
の
言
が
如
き
は
、
誠
に
未
だ
譬
ら
ざ
る
所
な
り
。
…
…
盛 

此
を
以

て
美
談
と
為
す
も
、
無
乃
ろ
夫
人
の
子
を
賊
な
は
ん
か
。
蓋
し
好
奇
の
情

多
き
に
由
り
て
、
言
の
理
を
傷
つ
く
る
を
知
ら
ず
）
26
（

。

⑦
『
三
国
志
』
巻
十
四 
劉
放
伝

評
価
対
象
：『
孫
資
別
伝
』

資
の
別
傳
、
其
の
家
よ
り
出
で
、
是
の
言
を
以
て
其
の
大
失
を
掩
は
ん
と

欲
す
る
も
、
然
れ
ど
も
恐
ら
く
負
國
の
玷
、
終
に
能
く
磨
く
こ
と
莫
き
な

り
）
27
（

。

⑧
『
三
国
志
』
巻
二
十
一 

王
粲
伝

評
価
対
象
：
張
騭
『
文
士
伝
』

此
れ
を
以
て
張
騭
の
假
偽
の
辭
を
し
て
、
其
の
虛
の
自
ら
露
は
る
る
を
覺

え
ざ
る
こ
と
を
知
る
な
り
。
凡
そ
騭
の
虛
偽
妄
作
、
覆
疏
す
可
か
ら
ざ
る

も
、
此
く
の
如
き
類
は
、
勝
げ
て
紀
す
可
か
ら
ず
）
28
（

。

⑨
『
三
国
志
』
巻
二
十
八 

諸
葛
誕
伝

評
価
対
象
：『
魏
末
伝
』

臣
松
之
以
為
へ
ら
く
、
魏
末
傳
の
言
ふ
所
、
率
ね
皆 

鄙
陋
た
り
）
29
（

。

⑩
『
三
国
志
』
巻
三
十
六 

馬
超
伝

評
価
対
象
：
楽
資
『
山
陽
公
載
記
』・
袁
暐
『
献
帝
春
秋
』

袁
暐
・
樂
資
ら 

諸
々
の
記
載
す
る
所
、
穢
雜
虛
謬
に
し
て
、
此
の
若
き

の
類
、
殆
ど
勝
げ
て
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
）
30
（

。

　

こ
れ
ら
で
批
評
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
孫
盛
『
魏
氏
春
秋
』、
張
璠
『
後

漢
紀
』、
虞
溥
『
江
表
伝
』、
郭
頒
『
魏
晋
世
語
』、
王
沈
『
魏
書
』、
楽
資
『
山

陽
公
載
記
』、
袁
暐
『
献
帝
春
秋
』、『
孫
資
別
伝
』、
張
騭
『
文
士
伝
』、『
魏
末

伝
』
の
十
書
で
あ
る
が
、
ま
ず
見
て
と
れ
る
の
は
こ
れ
ら
ほ
ぼ
す
べ
て
に
対
し

否
定
的
評
価
し
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
好
意
的
に
評
価
さ

れ
る
の
は
「
未
だ
成
ら
ざ
る
が
似
き
と
雖
も
、
辭
藻 

觀
る
可
し
」（
②
）
と
さ

れ
る
張
璠
『
後
漢
紀
』
と
、「
粗
ぼ
條
貫
有
り
」（
②
）
と
さ
れ
る
虞
溥
『
江
表

伝
』
で
あ
り
、
逆
に
否
定
的
評
価
と
し
て
は
と
く
に
、「
蹇
乏
に
し
て
全
く
宮

商
無
く
、
最
も
鄙
劣
為
る
も
、
時
に
異
事
有
る
を
以
て
、
故
に
頗
る
世
に
行
は

る
」（
②
）
と
さ
れ
る
郭
頒
『
魏
晋
世
語
』、「
輕
し
く
翰
墨
を
弄
び
、
妄
り
に

異
端
を
生
じ
て
、
以
て
其
の
書
を
行
ふ
」「
史
籍
の
罪
人
」（
④
）
な
ど
と
さ
れ

る
楽
資
『
山
陽
公
載
記
』・
袁
暐
『
献
帝
春
秋
』
に
対
す
る
激
し
い
批
判
が
目

立
つ
）
31
（

。

　

こ
の
う
ち
、「
史
籍
の
罪
人
」
と
ま
で
断
罪
さ
れ
る
に
至
っ
た
④
の
『
山
陽

公
載
記
』・『
献
帝
春
秋
』
の
記
事
と
は
、
以
下
の
審
配
に
関
す
る
逸
話
で
あ
っ

た
。

樂
資
の
山
陽
公
載
記
及
び
袁
暐
の
獻
帝
春
秋 

並
び
に
云
ふ
な
ら
く
、「
太

祖
の
兵 

城
に
入
る
や
、
審
配 

門
中
に
戰
ふ
も
、
既
に
敗
る
る
や
井
中
に

逃
れ
、
井
に
於
て
之
を
獲
ふ
」
と
）
32
（

。

　

こ
れ
に
対
し
裴
松
之
は
、「
配
は
一
代
の
烈
士
に
し
て
、
袁
氏
の
死
臣
な
り
。

豈
に
數
窮
の
日
に
當
た
り
、
方
に
身
を
井
に
逃
さ
ん
と
せ
ん
や
。
此
の
信
じ
難
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き
こ
と
、
誠
に
易
か
ら
ん
）
33
（

」
と
一
蹴
し
て
批
判
す
る
。
こ
こ
で
裴
松
之
が
批
判

の
根
拠
と
す
る
「
一
代
の
烈
士
に
し
て
、
袁
氏
の
死
臣
な
り
」
と
は
、
袁
紹
・

袁
尚
父
子
に
仕
え
て
、
曹
操
に
敗
れ
た
際
に
も
な
お
袁
氏
へ
の
忠
に
殉
じ
て
処

刑
さ
れ
た
と
い
う
、『
三
国
志
』
袁
紹
伝
お
よ
び
そ
の
裴
注
が
引
く
『
先
賢
行

状
』
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
審
配
の
人
間
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
裴
松
之
は
、

審
配
と
い
う
一
個
人
の
性
格
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
毀
損
す
る
逸
話
を
載
せ
る

『
山
陽
公
載
記
』・『
献
帝
春
秋
』
を
激
し
く
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
名
前
の
挙
が
る
史
書
の
編
者
が
具
体
的
に
い
か
な
る
出
自
、

経
歴
を
持
つ
か
と
言
え
ば
、
郭
頒
は
、『
隋
書
』
巻
三
十
三 

経
籍
志
二 

史

部 

雑
史
に
「
晉
襄
陽
令
郭
頒
」
と
あ
る
の
み
で
、
人
物
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

樂
資
は
、
同
じ
く
『
隋
書
』
経
籍
志
に
、「
晉
著
作
郎
樂
資
」
と
あ
り
、『
山
陽

公
載
記
』
の
ほ
か
『
春
秋
後
傳
』
の
著
作
が
あ
っ
た
と
い
う
。
袁
暐
は
、
字
を

思
光
と
い
い
、
廣
陵
の
人
で
、
呉
に
仕
え
た
袁
迪
の
孫
と
い
う
（『
三
国
志
』

巻
五
十
七 

陸
瑁
伝
裴
注
）。
世
代
的
に
は
袁
暐
も
呉
の
人
か
、
も
し
く
は
下
っ

て
も
東
晋
初
の
人
物
で
あ
ろ
う
。
三
者
と
も
に
事
績
は
ほ
ぼ
不
明
で
、
官
位
も

低
く
、
少
な
く
と
も
貴
族
層
の
範
疇
外
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
他
で
も
虞
溥
、
張
璠
、
張
騭
、
姓
名
す
ら
不
明
の
『
魏
末
伝
』

の
編
者
な
ど
、
孫
盛
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
事
績
が
ほ
ぼ
伝
わ
ら
な
い
非
貴
族

層
出
身
者
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
裴
松
之
が
厳
し
い
批
評
を
加
え
た
の
は
、

い
ず
れ
も
裴
松
之
と
は
出
自
を
異
に
す
る
寒
門
層
の
人
士
に
よ
る
史
書
で
あ
っ

た
。
と
は
言
え
、
も
ち
ろ
ん
裴
松
之
の
低
評
価
の
理
由
を
、
直
接
に
編
者
の
出

自
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
裴
松
之
の
非
難
が
寒
門
層

に
よ
る
史
書
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
出
自
の
相
違
が
往
々
に
し
て
歴

史
観
・
史
学
観
の
対
立
を
生
み
え
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

以
上
を
前
節
で
検
討
し
た
貴
族
層
へ
の
偏
向
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
裴
松

之
が
史
料
批
判
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
「
史
実
」
の
あ
り
方
が
窺
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。裴
松
之
は
、王
允
・
荀
彧
と
い
う
六
朝
貴
族
の
母
胎
と
な
っ

た
士
大
夫
を
誹
謗
す
る
記
録
に
敏
感
に
反
応
し
、
自
ら
の
主
観
的
評
価
を
根
拠

と
し
て
こ
れ
を
虚
妄
と
し
て
退
け
た
。
ま
た
自
ら
と
は
歴
史
観
の
異
な
る
、
寒

人
層
の
手
に
か
か
る
史
書
に
取
り
分
け
て
厳
し
い
評
価
を
下
す
。
こ
う
し
た

「
史
料
批
判
」
に
も
と
づ
き
提
示
さ
れ
た
「
史
実
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
忠
正
」

と
い
う
王
允
像
で
あ
り
、
あ
る
い
は
漢
の
忠
臣
と
し
て
の
荀
彧
像
で
あ
っ
た
。

　

渡
邉
義
浩
）
34
（

は
、
六
朝
期
の
史
学
が
貴
族
の
家
柄
を
保
障
す
る
た
め
の
文
化
的

価
値
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
）
35
（

、
裴
松
之
の
史
料
批
判
の
態
度
を
、

「
裴
松
之
が
危
惧
す
る
の
は
、
史
書
の
偽
造
に
よ
り
、
貴
族
の
自
律
的
価
値
基

準
が
崩
壊
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
…
…
裴
松
之
の
史
料
批
判
に
は
、
貴
族
の
地

位
を
保
障
し
て
い
た
家
柄
を
守
る
た
め
、
史
書
の
濫
造
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
も

あ
っ
た
」
と
し
て
、
そ
の
恣
意
性
を
指
摘
し
た
。
こ
の
分
析
に
賛
同
し
た
い
。

　

裴
松
之
が
追
い
求
め
た
「
史
実
」
と
は
、
万
人
に
承
認
さ
れ
う
る
客
観
的
実

証
に
根
ざ
す
そ
れ
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
裴
松
之
と
い
う
六
朝
貴
族
に
と
っ
て

の
「
あ
る
べ
き
鑑
と
し
て
の
史
実
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
六
朝
貴
族
の
淵
源
に
し

て
規
範
と
な
る
べ
き
荀
彧
ら
名
士
の
人
物
像
を
「
攻
撃
」
す
る
史
書
に
は
、
強

い
反
発
を
示
し
た
。
繰
り
返
す
が
、
裴
松
之
の
史
料
批
判
の
手
法
に
近
代
歴
史

学
的
科
学
性
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
そ
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れ
は
裴
松
之
の
求
め
る
「
あ
る
べ
き
史
実
」
を
導
く
た
め
の
基
礎
作
業
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
ず
、「
あ
る
べ
き
史
実
」
を
守
る
こ
と
に
そ
の
方
法
論
が
優
先
さ
れ

る
こ
と
な
い
の
で
あ
る
。

四
．
河
東
の
裴
氏

　

こ
う
し
た
裴
松
之
の
史
料
批
判
の
あ
り
方
に
は
、
そ
の
出
自
も
影
響
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
行
研
究
で
多
く
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
史
学
は
裴
松
之
を

輩
出
し
た
「
河
東
の
裴
氏
」
の
家
学
で
あ
っ
た
。

　

六
朝
時
代
の
河
東
の
裴
氏
は
、
事
実
上
魏
の
裴
潜
・
裴
徽
兄
弟
に
始
ま
る
。

裴
潜
の
子
で
あ
る
裴
秀
は
、
西
晋
の
功
臣
と
し
て
司
空
に
至
り
、
五
等
爵
制
の

最
高
位
た
る
郡
公
（
鉅
鹿
公
）
に
封
ぜ
ら
れ
た
（『
晋
書
』
巻
三
十
五 

裴
秀
伝
）。

郡
公
の
爵
位
は
、
当
時
の
裴
氏
が
西
晋
貴
族
制
）
36
（

に
お
け
る
一
流
の
貴
族
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
爵
位
は
、
両
晋
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
た
）
37
（

。
ま
た
、
裴
秀

の
子
裴
頠
は
、「
崇
有
論
」
の
著
述
で
と
く
に
知
ら
れ
、
裴
徽
の
子
裴
楷
も
や

は
り
裴
秀
・
裴
頠
に
並
ぶ
名
声
を
持
ち
、
賈
太
后
政
権
下
で
は
司
空
張
華
ら
と

と
も
に
政
事
の
枢
機
に
与
っ
た
と
い
う
。
西
晋
ま
で
の
裴
氏
は
、
琅
邪
王
氏
に

比
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
）
38
（

、
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
卓
抜
し
た
貴
族
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
江
左
以
降
の
河
東
の
裴
氏
に
な
る
と
、
途
端
に
目
立
っ
た
人
物
は

い
な
く
な
る
。
こ
の
時
期
の
裴
氏
に
つ
い
て
矢
野
主
税
は
）
39
（

、「
此
門
流
は
南
渡

門
閥
の
一
門
で
は
あ
っ
て
も
、
特
に
著
名
な
人
物
は
い
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る

が
、
松
之
に
至
っ
て
学
問
を
以
て
著
れ
た
」
と
し
、
ま
た
吉
川
忠
夫
）
40
（

も
、「
東

晋
時
代
の
裴
氏
の
人
物
で
『
晋
書
』
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
も
の
が
一
人
と
し
て

い
な
い
の
は
、
す
く
な
く
と
も
社
会
的
、
政
治
的
に
沈
滞
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ

と
を
思
わ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
西
晋
で
栄
達
し
た
裴
潜
・
裴
徽
の
系
譜
の

多
く
は
、
西
晋
末
の
政
変
で
誅
殺
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
永
嘉
の
乱
に
よ
り
五

胡
政
権
に
没
し
た
。
鉅
鹿
郡
公
家
も
八
王
の
乱
で
一
度
断
絶
し
て
い
る
）
41
（

。
西
晋

貴
族
制
の
一
員
と
し
て
の
裴
氏
は
、
そ
の
滅
亡
と
と
も
に
一
時
青
史
か
ら
姿
を

消
す
。

　

一
方
で
裴
松
之
は
、
以
下
の
『
宋
書
』
裴
松
之
伝
と
『
梁
書
』
巻
三
十 

裴

子
野
伝
に
よ
れ
ば
、
裴
徽
の
六
世
孫
、
西
晋
の
太
子
左
衞
率
裴
康
の
玄
孫
に
あ

た
る
と
い
う
。

裴
松
之
は
字
を
世
期
、
河
東
聞
喜
の
人
な
り
。
祖
の
昧
は
、
光
祿
大
夫
、

父
の
珪
は
、
正
員
外
郎
た
り
。
松
之 

年
八
歳
に
し
て
、
學 

論
語
・
毛
詩

に
通
ず
。
墳
籍
を
博
覽
し
、
身
を
簡
素
よ
り
立
つ
。
年
二
十
に
し
て
、
殿

中
將
軍
を
拜
す
。
此
官 

左
右
に
直
衞
す
。
晉
孝
武
の
太
元
中
、
革
め
て

名
家
を
選
び
て
以
て
顧
問
に
參
ら
し
め
、
始
め
て
琅
邪
の
王
茂
之
、
會
稽

の
謝
輶
を
用
ふ
。
皆 

南
北
の
望
た
り
）
42
（

。

　

こ
こ
で
名
前
が
挙
が
る
祖
父
裴
昧
、
父
裴
珪
に
つ
い
て
の
事
績
は
伝
わ
ら
ず
、

曾
祖
父
に
至
っ
て
は
名
前
も
残
ら
な
い
。
な
お
、『
三
国
志
』
巻
二
十
三 

裴
潜

伝
の
裴
松
之
注
に
は
、
裴
潜
の
曾
孫
世
代
ま
で
、
す
な
わ
ち
西
晋
ま
で
の
裴
氏

士
人
は
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
東
晋
以
降
か
ら
裴
松
之
当
人
に
至
る
ま
で

の
系
譜
に
は
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
裴
松
之
に
は
『
裴
氏
家
伝
』
の

著
作
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
言
及
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裴
松
之
自
身
に
も
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記
す
べ
き
父
祖
の
事
績
が
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
）
43
（

。
あ
る
い
は
裴
松

之
伝
に
お
い
て
、
裴
松
之
が
「
身
を
簡
素
よ
り
立
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
や
は
り
裴
氏
の
没
落
の
様
子
が
窺
え
る
。

　

無
論
例
外
も
あ
っ
た
。
先
掲
の
吉
川
忠
夫
が
、「
し
か
し
、
優
良
芳
醇
な
伝

統
的
文
化
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
は
、
依
然
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
東
晋
時
代
に
お
い
て
も
、
…
…
『
語
林
』
の
作
者
、
裴
啓
の
存
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
う
よ
う
に
、『
語
林
』
を
編
纂
し
た
裴
啓
は
そ
の
数

少
な
い
ひ
と
り
で
あ
る
）
44
（

。

　

た
だ
こ
の
裴
啓
に
つ
い
て
、『
世
説
新
語
』
輕
詆
篇
は
、『
語
林
』
が
謝
安
に

批
判
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
廃
れ
た
と
い
う
逸
話
を
伝
え
る
。

庾
道
季 

謝
公
に
詫
り
て
曰
く
、「
裴
郎
云
ふ
、「
謝
安
謂
へ
ら
く
、
裴
郎

は
乃
ち
惡
し
か
ら
ざ
る
可
し
、
何
ぞ
復
た
酒
を
飲
む
こ
と
を
為
す
を
得
ん

と
」
と
。
裴
郎 

又 

云
ふ
、「
謝
安 

目
す
ら
く
、
支
道
林 

九
方
皋
の
馬

を
相
す
る
が
如
し
、
其
の
玄
黃
を
略
し
、
其
の
儁
逸
を
取
る
」
と
」
と
。

謝
公
云
ふ
、「
都
て
此
の
二
語
無
し
、
裴 

自
ら
此
の
辭
を
為
す
の
み
」
と
。

庾
の
意 

甚
だ
以
て
好
し
と
為
さ
ず
。
因
り
て
東
亭
が
酒
壚
の
下
を
經
る

の
賦
を
陳
ぶ
。
讀
み
畢
は
る
も
、
都
て
賞
裁
を
下
さ
ず
、
直
だ
云
ふ
、

「
君 

乃
ち
復
た
裴
氏
の
學
を
作
す
か
」
と
。
此
に
於
て
語
林 

遂
に
廢
れ
り
。

今
時
の
有
る
者
は
、
皆 

是
れ
先
に
寫
せ
し
も
の
に
し
て
、
復
た
謝
の
語

無
し
）
45
（

。

　

こ
れ
と
同
様
の
逸
話
は
劉
孝
標
が
引
く
『
続
晋
陽
秋
』
に
も
見
ら
れ
る
が
）
46
（

、

こ
の
当
代
き
っ
て
の
貴
族
で
あ
っ
た
謝
安
の
言
に
よ
り
『
語
林
』
が
廃
れ
失
わ

れ
た
と
い
う
逸
話
か
ら
は
、
こ
の
時
期
の
裴
氏
が
文
化
的
卓
越
性
を
も
喪
失
し

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
南
北
朝
時
代
を
代
表
す
る
貴
族
で
あ
る
河
東
裴
氏
は
、
し
か

し
東
晋
期
に
お
い
て
の
み
は
例
外
的
な
不
遇
時
期
に
あ
た
っ
た
。
貴
族
と
し
て

の
地
位
自
体
を
失
っ
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
右
記
の
裴
松
之
伝
に
、

孝
武
帝
が
「
革
め
て
名
家
を
選
び
て
以
て
顧
問
に
參
ら
し
め
」
た
際
に
、
河
東

裴
氏
が
琅
邪
王
氏
・
会
稽
謝
氏
と
と
も
に
「
南
北
の
望
」
と
し
て
そ
の
対
象
と

さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
功
臣
の
裔
と
し
て
な
お
声
望
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
）
47
（

。
そ
れ
で
も
、『
世
説
新
語
』
が
伝
え
る
『
語
林
』
の
逸
話
は
、

貴
族
社
会
に
お
け
る
裴
氏
の
零
落
ぶ
り
を
物
語
る
。

　

こ
う
し
た
時
期
に
生
ま
れ
た
裴
松
之
に
と
っ
て
、
史
学
は
、
裴
氏
に
残
さ
れ

た
数
少
な
い
文
化
的
価
値
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
貴
族
社
会
で
再
び
卓
越
す
る
た

め
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
果
た
し
て
こ
の
後
、
裴
松
之
は
、

私
碑
の
建
立
と
い
う
私
的
な
「
史
」
が
濫
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
国
家
に

よ
る
規
制
を
加
え
る
こ
と
を
上
奏
し
て
容
れ
ら
れ
）
48
（

、
そ
し
て
劉
宋
に
お
い
て
文

帝
の
命
で
『
三
国
志
注
』
を
編
纂
し
、「
此
為
不
朽
矣
」
と
い
う
「
史
」
と
し

て
き
わ
め
て
高
い
評
価
を
得
る
に
至
る
。
第
三
節
で
確
認
し
た
、
自
ら
の
歴
史

観
・
史
学
観
と
異
な
る
史
書
に
対
す
る
裴
松
之
の
強
い
攻
撃
性
は
、
こ
う
し
た

史
学
に
よ
る
卓
越
を
図
る
貴
族
裴
氏
の
現
状
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
従
来
そ
の
科
学
的
合
理
的
史
料
批
判
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
裴
松
之
『
三
国
志
注
』
に
対
し
、
裴
松
之
の
恣
意
性
・
主
観
性
と
い
う

側
面
か
ら
検
討
を
試
み
た
。
裴
松
之
の
史
料
批
判
に
は
、
特
定
人
物
の
人
間
性

と
い
う
主
観
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
も
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
例
と
し
て
見
ら
れ

る
荀
彧
は
、
同
時
に
裴
松
之
か
ら
漢
の
忠
臣
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
た

人
物
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
荀
彧
と
い
う
名
士
に
対
す
る
裴
松
之
の
偏
向
の
背
景
に
は
、
自

己
を
含
む
六
朝
貴
族
社
会
の
祖
で
あ
る
名
士
層
を
擁
護
す
る
こ
と
で
、
同
時
に

六
朝
貴
族
の
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
意
図
、
及
び
漢
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
に
正
統

性
を
求
め
た
劉
宋
の
国
家
観
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
史
学
に
よ
る

六
朝
貴
族
の
宣
揚
と
い
う
意
図
は
、
一
方
で
は
楽
資
『
山
陽
公
載
記
』・
袁
暐

『
献
帝
春
秋
』
を
は
じ
め
と
す
る
非
貴
族
層
に
よ
る
史
書
へ
の
厳
し
い
否
定
的

評
価
を
招
く
一
因
と
し
て
も
現
れ
た
。
ま
た
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
文
化
的
に
も

零
落
し
つ
つ
あ
っ
た
河
東
裴
氏
の
現
状
に
あ
っ
て
、
裴
松
之
が
家
学
た
る
史
学

に
よ
っ
て
貴
族
社
会
に
お
け
る
卓
越
を
窺
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

裴
松
之
は
、
史
学
と
い
う
河
東
裴
氏
の
家
学
を
利
用
し
、『
三
国
志
注
』
に

お
け
る
史
料
批
判
・
史
書
評
を
通
し
て
、
自
ら
の
持
つ
文
化
的
価
値
の
優
位
性

を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

注

（
1
）　

宮
岸
雄
介
「
裴
松
之
の
史
学
観
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要 

第
一

分
冊 

哲
学
・
東
洋
哲
学
・
心
理
学
・
社
会
学
・
教
育
学
』
四
二
│
一
、
一
九
九
六
年
）。

（
2
）　

崔
凡
芝
「
裴
注
的
史
学
意
義
」（『
史
学
史
研
究
』
第
四
期
、
北
京
師
範
大
学
史
学
研

究
所
、
一
九
九
四
年
）。
本
論
文
の
訳
稿
で
あ
る
小
林
岳
訳
「
裴
松
之
『
三
国
志
』
注

の
史
学
的
意
義
に
つ
い
て
」（『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
研
究
年
誌
』
四
〇
、
一
九
九
六

年
）
も
併
せ
て
参
照
し
た
。

（
3
）　

渡
邉
義
浩
「『
史
』
の
自
立　

│
魏
晋
期
に
お
け
る
別
伝
の
盛
行
を
中
心
と
し
て
」

（『
史
学
雑
誌
』
一
一
二
│
四
、
二
〇
〇
三
年
。
同
氏
『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』

〈
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
〉
所
収
）。

（
4
）　

林
田
慎
之
助
「
六
朝
の
史
家
と
志
怪
小
説　

│
裴
松
之
の
『
三
国
志
』
注
引
の
異
聞

説
話
を
め
ぐ
っ
て
」（『
立
命
館
文
学
』
五
六
三
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
5
）　

川
勝
義
雄
『
史
学
論
集
』
総
説
（
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）。
の
ち
に
同
氏
『
中

国
人
の
歴
史
意
識
』（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
に
、「
天
道
は
是
か
非
か
」
と
改
題
・

再
編
集
し
て
収
録
さ
れ
た
。

（
6
）　
『
中
国
史
学
史
の
研
究
』
序
言
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
7
）　

稲
葉
一
郎
『
中
国
の
歴
史
思
想
』
第
四
章
「
劉
知
幾
と
『
史
通
』」（
創
文
社
、
一
九

九
九
年
）。

（
8
）　
「
謝
承
後
漢
書
曰
、
蔡
邕
在
王
允
坐
、
聞
卓
死
、
有
歎
惜
之
音
。
允
責
邕
曰
、
卓
國

之
大
賊
、
殺
主
殘
臣
。
天
地
所
不
祐
、
人
神
所
同
疾
。
君
為
王
臣
、
世
受
漢
恩
、
國
主

危
難
、
曾
不
倒
戈
、
卓
受
天
誅
、
而
更
嗟
痛
乎
。
便
使
收
付
廷
尉
。
…
…
公
卿
惜
邕
才
、

咸
共
諫
允
。
允
曰
、
昔
武
帝
不
殺
司
馬
遷
、
使
作
謗
書
、
流
於
後
世
。
方
今
國
祚
中
衰
、

戎
馬
在
郊
。
不
可
令
佞
臣
執
筆
在
幼
主
左
右
。
後
令
吾
徒
並
受
謗
議
。
遂
殺
邕
。
臣
松

之
以
為
、
①
蔡
邕
雖
為
卓
所
親
任
、
情
必
不
黨
。
寧
不
知
卓
之
姦
凶
、
為
天
下
所
毒
。

聞
其
死
亡
、
理
無
歎
惜
。
縱
復
令
然
、
不
應
反
言
于
王
允
之
坐
。
斯
殆
謝
承
之
妄
記
也
。

②
史
遷
紀
傳
、
博
有
奇
功
于
世
、
而
云
王
允
謂
孝
武
應
早
殺
遷
。
此
非
識
者
之
言
。
但

遷
為
不
隱
孝
武
之
失
、
直
書
其
事
耳
、
何
謗
之
有
乎
。
③
王
允
之
忠
正
、
可
謂
內
省
不

疚
者
矣
、
既
無
懼
于
謗
。
④
且
欲
殺
邕
、
當
論
邕
應
死
與
不
、
豈
可
慮
其
謗
己
而
枉
戮
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善
人
哉
。
此
皆
誣
罔
不
通
之
甚
者
」（『
三
国
志
』
巻
六 

董
卓
伝 

裴
注
）。

（
9
）　
「
執
政
乃
追
怨
子
長
謗
書
流
後
、
放
此
為
戮
。
未
或
聞
之
典
刑
」（『
後
漢
書
』
列
伝

五
十
下 

蔡
邕
伝 

論
）。

（
10
）　
「
班
固
集
云
、
司
馬
遷
著
書
、
成
一
家
之
言
。
至
以
身
陷
刑
、
故
微
文
刺
譏
、
貶
損

當
世
、
非
誼
士
也
」（『
後
漢
書
』
列
伝
五
十
下 

蔡
邕
伝 

論 

李
賢
注
）。

（
11
）　

六
朝
に
至
る
ま
で
の
『
史
記
』
評
価
に
つ
い
て
は
、
宮
岸
雄
介
「
司
馬
貞
の
『
史
記
』

解
釈 

│
唐
初
史
学
に
お
け
る
復
古
意
識
」（『
富
士
大
学
紀
要
』
三
三
│
一
、
二
〇
〇

〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
12
）　
「
獻
帝
春
秋
曰
、
董
承
之
誅
、
伏
后
與
父
完
書
、
言
司
空
殺
董
承
、
帝
方
為
報
怨
。

完
得
書
以
示
彧
、
彧
惡
之
、
久
隱
而
不
言
。
…
…
彧
後
恐
事
覺
、
欲
自
發
之
、
因
求
使

至
鄴
、
…
…
彧
曰
、
伏
后
無
子
、
性
又
凶
邪
。
往
常
與
父
書
、
言
辭
醜
惡
、
可
因
此
廢

也
。
太
祖
曰
、
卿
昔
何
不
道
之
。
彧
陽
驚
曰
、
昔
已
嘗
為
公
言
也
。
太
祖
曰
、
此
豈
小

事
而
吾
忘
之
。
彧
又
驚
曰
、
誠
未
語
公
邪
。
昔
公
在
官
渡
與
袁
紹
相
持
、
恐
增
內
顧
之

念
、
故
不
言
爾
。
太
祖
曰
、
官
渡
事
後
何
以
不
言
。
彧
無
對
、
謝
闕
而
已
。
太
祖
以
此

恨
彧
、
而
外
含
容
之
、
故
世
莫
得
知
。
…
…
臣
松
之
案
、
獻
帝
春
秋
云
、
彧
欲
發
伏
后

事
而
求
使
至
鄴
、
而
方
誣
太
祖
云
昔
已
嘗
言
。
言
既
無
徵
、
迴
託
以
官
渡
之
虞
。
俛
仰

之
閒
、
辭
情
頓
屈
、
雖
在
庸
人
、
猶
不
至
此
。
何
以
玷
累
賢
哲
哉
。
凡
諸
云
云
、
皆
出

自
鄙
俚
、
可
謂
以
吾
儕
之
言
而
厚
誣
君
子
者
矣
。
袁
暐
虛
罔
之
類
、
此
最
為
甚
也
」（『
三

国
志
』
巻
十 

荀
彧
伝 

裴
注
）。

（
13
）　

他
の
例
で
は
、
諸
葛
亮
の
忠
を
根
拠
に
『
袁
子
』
の
記
事
を
的
外
れ
と
し
た
以
下
の

注
釈
な
ど
、
諸
葛
亮
に
関
連
す
る
記
録
で
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
袁
子
曰
、

張
子
布
薦
亮
於
孫
權
、
亮
不
肯
留
。
人
問
其
故
、
曰
、
孫
將
軍
可
謂
人
主
、
然
觀
其
度
、

能
賢
亮
而
不
能
盡
亮
、
吾
是
以
不
留
。
臣
松
之
以
為
袁
孝
尼
著
文
立
論
、
甚
重
諸
葛
之

為
人
、
至
如
此
言
則
失
之
殊
遠
。
觀
亮
君
臣
相
遇
、
可
謂
希
世
一
時
、
終
始
之
分
、
誰

能
閒
之
。
寧
有
中
違
斷
金
、
甫
懷
擇
主
、
設
使
權
盡
其
量
、
便
當
翻
然
去
就
乎
。
葛
生

行
己
、
豈
其
然
哉
。
關
羽
為
曹
公
所
獲
、
遇
之
甚
厚
、
可
謂
能
盡
其
用
矣
、
猶
義
不
背

本
、
曾
謂
孔
明
之
不
若
雲
長
乎
」（『
三
国
志
』
巻
三
十
五 

諸
葛
亮
伝 

裴
注
）。
雑
喉

潤
「
裴
松
之
覚
え
書
き
」（『
名
古
屋
自
由
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
二
、
二
〇
〇

〇
年
）
は
、
裴
松
之
の
諸
葛
亮
に
対
す
る
敬
愛
の
念
が
『
三
国
志
注
』
か
ら
見
て
取
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）　

吉
川
忠
夫
「
范
曄
と
後
漢
末
期
」（『
古
代
学
』
一
三
│
三
・
四
、
一
九
六
七
年
。
同

氏
『
六
朝
精
神
史
研
究
』〈
同
朋
社
、
一
九
八
四
年
〉
所
収
）。

（
15
）　

前
注
掲
の
雑
喉
潤
「
裴
松
之
覚
え
書
き
」。

（
16
）　
「
評
曰
、
荀
彧
清
秀
通
雅
、
有
王
佐
之
風
。
然
機
鑒
先
識
、
未
能
充
其
志
也
。〔
注
〕

①
世
之
論
者
、
多
譏
彧
協
規
魏
氏
、
以
傾
漢
祚
、
君
臣
易
位
、
實
彧
之
由
。
雖
晚
節
立

異
、
無
救
運
移
、
功
既
違
義
、
識
亦
疚
焉
。
陳
氏
此
評
、
蓋
亦
同
乎
世
識
。
臣
松
之
以

為
斯
言
之
作
、
誠
未
得
其
遠
大
者
也
。
彧
豈
不
知
魏
武
之
志
氣
、
非
衰
漢
之
貞
臣
哉
。

②
良
以
于
時
王
道
既
微
、
橫
流
已
極
、
雄
豪
虎
視
、
人
懷
異
心
、
不
有
撥
亂
之
資
、
仗

順
之
略
、
則
漢
室
之
亡
忽
諸
、
黔
首
之
類
殄
矣
。
夫
欲
翼
讚
時
英
、
一
匡
屯
運
、
非
斯

人
之
與
而
誰
與
哉
。
是
故
經
綸
急
病
、
若
救
身
首
、
用
能
動
于
嶮
中
、
至
于
大
亨
。
③

蒼
生
蒙
舟
航
之
接
、
劉
宗
延
二
紀
之
祚
、
豈
非
荀
生
之
本
圖
、
仁
恕
之
遠
致
乎
。
④
及

至
霸
業
既
隆
、
翦
漢
迹
著
、
然
後
亡
身
殉
節
、
以
申
素
情
、
全
大
正
於
當
年
、
布
誠
心

於
百
代
。
可
謂
任
重
道
遠
、
志
行
義
立
。
謂
之
未
充
、
其
殆
誣
歟
」（『
三
国
志
』
巻

十 

評 

裴
注
）。

（
17
）　
「
臣
松
之
以
為
、
列
傳
之
體
、
以
事
類
相
從
。
…
…
詡
不
編
程
郭
之
篇
、
而
與
二
荀

並
列
、
失
其
類
矣
。
且
攸
詡
之
為
人
、
其
猶
夜
光
之
與
蒸
燭
乎
。
其
照
雖
均
、
質
則
異

焉
。
今
荀
賈
之
評
、
共
同
一
稱
、
尤
失
區
別
之
宜
也
」（『
三
国
志
』
巻
十 

評 

裴
注
）。

（
18
）　
「
論
曰
、
自
遷
帝
西
京
、
山
東
騰
沸
、
天
下
之
命
倒
縣
矣
。
荀
君
乃
越
河
冀
、
閒
關

以
從
曹
氏
。
察
其
定
舉
措
、
立
言
策
、
崇
明
王
略
、
以
急
國
艱
、
豈
云
因
亂
假
義
、
以

就
違
正
之
謀
乎
。
誠
仁
為
己
任
、
期
紓
民
於
倉
卒
也
。
及
阻
董
昭
之
議
、
以
致
非
命
、

豈
數
也
夫
。
…
…
方
時
運
之
屯
邅
、
非
雄
才
無
以
濟
其
溺
、
功
高
埶
彊
、
則
皇
器
自
移

矣
。
此
又
時
之
不
可
並
也
。
蓋
取
其
歸
正
而
已
、
亦
殺
身
以
成
仁
之
義
也
」（『
後
漢
書
』

列
伝
六
十 

荀
彧
伝 

論
）。

（
19
）　

袴
田
郁
一
「
范
曄
『
後
漢
書
』
の
後
漢
末
観
と
劉
宋
貴
族
社
会
」（『
東
洋
の
思
想
と

宗
教
』
三
五
、
二
〇
一
八
年
）。
ま
た
、
范
曄
ら
六
朝
貴
族
が
自
己
の
淵
源
を
後
漢
末

の
党
人
・
名
士
層
に
求
め
た
こ
と
は
、
前
注
掲
の
吉
川
忠
夫
「
范
曄
と
後
漢
末
期
」、
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及
び
渡
邉
義
浩
「『
世
説
新
語
』
の
編
集
意
図
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
七
〇
、

二
〇
一
六
年
。
同
氏
『「
古
典
中
国
」
に
お
け
る
小
説
と
儒
教
』〈
汲
古
書
院
、
二
〇
一

七
年
〉
所
収
）
を
参
照
。

（
20
）　

王
允
・
荀
彧
な
ど
の
名
士
が
文
化
的
・
価
値
基
準
的
な
意
味
に
お
い
て
貴
族
の
祖
と

見
な
し
う
る
こ
と
は
、
堀
敏
一
「
九
品
中
正
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て 

│
魏
晋
の
貴

族
制
社
会
に
か
ん
す
る
一
考
察
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
五
、
一
九
六
八
年
）

を
参
照
。
ま
た
そ
の
視
座
が
今
日
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
六
朝
当
時
に
お
い
て
も
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
吉
川
忠
夫
「
抱
朴
子
の
世
界
（
上
）」（『
史
林
』
四
七
│
五
、

一
九
六
七
年
）
に
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　
「
臣
松
之
以
為
、
史
之
記
言
、
既
多
潤
色
。
故
前
載
所
述
、
有
非
實
者
矣
。
後
之
作
者
、

又
生
意
改
之
。
於
失
實
也
、
不
亦
彌
遠
乎
。
凡
孫
盛
製
書
、
多
用
左
氏
、
以
易
舊
文
、

如
此
者
非
一
。
嗟
乎
、
後
之
學
者
、
將
何
取
信
哉
」（『
三
國
志
』
巻
一 

武
帝
紀 

裴
注
）。

（
22
）　
「
案
張
璠
・
虞
溥
・
郭
頒
皆
晉
之
令
史
、
璠
・
頒
出
為
官
長
、
溥
鄱
陽
内
史
。
璠
撰

後
漢
紀
、
雖
似
未
成
、
辭
藻
可
觀
。
溥
著
江
表
傳
、
亦
粗
有
條
貫
。
惟
頒
撰
魏
晉
世
語
、

蹇
乏
全
無
宮
商
、
最
為
鄙
劣
、
以
時
有
異
事
、
故
頗
行
於
世
。
干
寶
、
孫
盛
等
多
采
其

言
以
為
晉
書
。
其
中
虛
錯
如
此
者
、
往
往
而
有
之
」（『
三
國
志
』
巻
四 

高
貴
郷
公

紀 

裴
注
）。

（
23
）　
「
臣
松
之
以
為
、
春
秋
之
義
、
内
大
惡
諱
、
小
惡
不
書
。
…
…
魏
史
若
以
為
大
惡
邪
、

則
宜
隱
而
不
言
、
若
謂
為
小
惡
邪
、
則
不
應
假
為
之
辭
、
而
崇
飾
虛
文
乃
至
於
是
。
異

乎
所
聞
於
舊
史
。
推
此
而
言
、
其
稱
卞
甄
諸
后
言
行
之
善
、
皆
難
以
實
論
。
陳
氏
刪
落
、

良
有
以
也
」（『
三
国
志
』
巻
五 

甄
皇
后
伝 

裴
注
）。

（
24
）　
「
不
知
資
・
暐
之
徒
竟
為
何
人
、
未
能
識
別
然
否
、
而
輕
弄
翰
墨
、
妄
生
異
端
、
以

行
其
書
。
如
此
之
類
、
正
足
以
誣
罔
視
聽
、
疑
誤
後
生
矣
。
寔
史
籍
之
罪
人
、
達
學
之

所
不
取
者
也
」（『
三
国
志
』
巻
六 

袁
紹
伝 

裴
注
）。

（
25
）　
「
凡
諸
云
云
、
皆
出
自
鄙
俚
、
可
謂
以
吾
儕
之
言
而
厚
誣
君
子
者
矣
。
袁
暐
虛
罔
之
類
、

此
最
為
甚
也
」（『
三
国
志
』
巻
十 

荀
彧
伝 

裴
注
）。

（
26
）　
「
如
孫
盛
之
言
、
誠
所
未
譬
。
…
…
盛
以
此
為
美
談
、
無
乃
賊
夫
人
之
子
與
。
蓋
由

好
奇
情
多
、
而
不
知
言
之
傷
理
」（『
三
国
志
』
巻
十
二 

崔
琰
伝 

裴
注
）。

（
27
）　
「
資
之
別
傳
、
出
自
其
家
、
欲
以
是
言
掩
其
大
失
、
然
恐
負
國
之
玷
、
終
莫
能
磨
也
」

（『
三
国
志
』
巻
十
四 

劉
放
伝 

裴
注
）。

（
28
）　
「
以
此
知
張
騭
假
偽
之
辭
、
而
不
覺
其
虛
之
自
露
也
。
凡
騭
虛
偽
妄
作
、
不
可
覆
疏
、

如
此
類
者
、
不
可
勝
紀
」（『
三
国
志
』
巻
二
十
一 

王
粲
伝 

裴
注
）。

（
29
）　
「
臣
松
之
以
為
、
魏
末
傳
所
言
、
率
皆
鄙
陋
」（『
三
国
志
』
巻
二
十
八 

諸
葛
誕

伝 

裴
注
）。

（
30
）　
「
袁
暐
・
樂
資
等
諸
所
記
載
、
穢
雜
虛
謬
、
若
此
之
類
、
殆
不
可
勝
言
也
」（『
三
国
志
』

巻
三
十
六 

馬
超
伝 

裴
注
）。

（
31
）　

な
お
郭
頒
に
つ
い
て
は
、
劉
孝
標
が
、「
郭
頒
西
晉
人
、
時
世
相
近
、
為
晉
魏
世
語
、

事
多
詳
覈
。
孫
盛
之
徒
皆
采
以
著
書
」（『
世
説
新
語
』
方
正
第
五
注
）
と
、
裴
松
之
と

真
逆
の
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

（
32
）　
「
樂
資
山
陽
公
載
記
及
袁
暐
獻
帝
春
秋
並
云
、
太
祖
兵
入
城
、
審
配
戰
于
門
中
、
既

敗
逃
于
井
中
、
於
井
獲
之
」（『
三
国
志
』
巻
六 

袁
紹
伝 

裴
注
）。

（
33
）　
「
配
一
代
之
烈
士
、
袁
氏
之
死
臣
。
豈
當
數
窮
之
日
、
方
逃
身
于
井
。
此
之
難
信
、

誠
為
易
了
」（『
三
国
志
』
巻
六 

袁
紹
伝 

裴
注
）。

（
34
）　

前
注
掲
の
渡
邉
義
浩
「『
史
』
の
自
立　

│
魏
晋
期
に
お
け
る
別
伝
の
盛
行
を
中
心

と
し
て
」。

（
35
）　

宮
川
尚
志
「
六
朝
時
代
の
史
学
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
│
六
、
一
九
四
〇
年
）
は
、

六
朝
以
降
に
譜
学
・
家
伝
が
多
く
作
ら
れ
た
理
由
を
貴
族
が
家
門
を
誇
示
す
る
た
め
で

あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
は
文
化
保
持
者
と
し
て
貴
族
個
人
の
性
行
に
焦
点
を
当
て
た

『
世
説
新
語
』
の
よ
う
な
伝
記
が
盛
ん
に
編
述
さ
れ
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
踏
ま
え
、
六

朝
の
史
学
を
貴
族
の
史
学
と
称
し
た
。

（
36
）　

渡
邉
義
浩
は
、
西
晋
初
に
制
定
さ
れ
た
五
等
爵
制
が
、
九
品
中
正
制
度
と
結
び
つ
き
、

結
果
と
し
て
高
位
高
官
の
世
襲
を
保
障
せ
し
め
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
皇
帝
権

力
に
よ
る
国
家
的
身
分
制
と
し
て
の
「
貴
族
制
」
の
成
立
と
し
た
。
渡
邉
義
浩
「
西
晋

に
お
け
る
五
等
爵
制
と
貴
族
制
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
六
│
三
、
二
〇
〇
七
年
。

同
氏
『
西
晋
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』〈
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
〉
所
収
）
を
参
照
。

ま
た
、
袴
田
郁
一
「
両
晉
に
お
け
る
爵
制
の
再
編
と
展
開
│
五
等
爵
制
を
中
心
と
し
て
」
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（『
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
二
四
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
そ
う
し
た
爵
制
秩
序
が
少

な
く
と
も
東
晋
末
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
検
討
し
た
。
な
お
、
か
か
る
五
等
爵

制
の
制
定
を
主
導
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
裴
秀
で
あ
る
（『
晋
書
』
巻
三 

武
帝
紀 

泰

始
元
年
）。

（
37
）　

両
晋
の
爵
位
制
度
、
な
ら
び
に
当
該
期
に
お
け
る
賜
爵
事
例
は
、
前
注
掲
の
袴
田
郁

一
「
両
晉
に
お
け
る
爵
制
の
再
編
と
展
開
│
五
等
爵
制
を
中
心
と
し
て
」
を
参
照
。

（
38
）　
『
晋
書
』
巻
三
十
五 

裴
秀
伝
に
、「
裴
王
二
族
盛
於
魏
晉
之
世
、
時
人
以
為
八
裴
方

八
王
、
徽
比
王
祥
、
楷
比
王
衍
、
康
比
王
綏
、
綽
比
王
澄
、
瓚
比
王
敦
、
遐
比
王
導
、

頠
比
王
戎
、
邈
比
王
玄
云
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
は
『
晋
書
』
が
基
づ
い
た
と
思
し
い
『
世

説
新
語
』
品
藻
第
九
に
は
、「
又
以
八
裴
方
八
王
。
裴
徽
方
王
祥
、
裴
楷
方
王
夷
甫
、

裴
康
方
王
綏
、
裴
綽
方
王
澄
、
裴
瓚
方
王
敦
、
裴
遐
方
王
導
、
裴
頠
方
王
戎
、
裴
邈
方

王
玄
」
と
あ
る
。

（
39
）　

矢
野
主
税
「
裴
氏
研
究
」（『
長
崎
大
学
教
育
学
部
社
会
科
学
論
叢
』
一
四
、
一
九
六

四
年
）。『
改
訂 

魏
晋
百
官
世
系
表
』（
長
崎
大
学
史
学
会
、
一
九
七
一
年
）
も
参
照
。

（
40
）　

吉
川
忠
夫
「
裴
松
之
の
こ
と
」（
今
鷹
真
・
井
波
律
子
訳
『
正
史 

三
国
志
２
』
解
説

〈
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
〉）。

（
41
）　

断
絶
し
た
鉅
鹿
郡
公
の
爵
位
は
、
東
晋
の
孝
武
帝
期
に
な
っ
て
裴
球
な
る
者
に
よ
り

継
承
さ
れ
た
。『
晋
書
』
巻
九 

孝
武
帝
紀 

太
元
二
年
に
、「
春
正
月
、
繼
絶
世
、
紹
功

臣
」
と
あ
り
、
そ
の
中
に
河
東
裴
氏
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
『
藝
文
類
聚
』
巻
五
十

一
引
『
晉
中
興
書
』
に
見
え
る
。
た
だ
し
こ
の
爵
位
が
以
降
も
継
承
さ
れ
た
の
か
、
そ

し
て
こ
の
裴
球
が
裴
松
之
に
と
っ
て
い
か
な
る
続
柄
に
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

（
42
）　
「
裴
松
之
字
世
期
、
河
東
聞
喜
人
也
。
祖
昧
、
光
祿
大
夫
、
父
珪
、
正
員
外
郎
。
松

之
年
八
歳
、
學
通
論
語
・
毛
詩
。
博
覽
墳
籍
、
立
身
簡
素
。
年
二
十
、
拜
殿
中
將
軍
。

此
官
直
衞
左
右
。
晉
孝
武
太
元
中
、
革
選
名
家
以
參
顧
問
、
始
用
琅
邪
王
茂
之
、
會
稽

謝
輶
。
皆
南
北
之
望
」（『
宋
書
』
卷
六
十
四 

裴
松
之
伝
）。

（
43
）　

な
お
こ
れ
と
は
対
照
的
に
『
三
国
志
』
荀
彧
伝
や
陳
羣
伝
の
裴
注
で
は
、穎
川
荀
氏
・

穎
川
陳
氏
の
系
譜
が
裴
松
之
の
当
時
ま
で
詳
述
さ
れ
る
。

（
44
）　

裴
啓
の
性
行
に
つ
い
て
は
、『
世
説
新
語
』
文
学
第
四
の
劉
孝
標
注
が
引
く
『
裴
氏

家
伝
』
に
、「
裴
榮
字
榮
期
、
河
東
人
。
父
稚
、
豐
城
令
。
榮
期
少
有
風
姿
才
氣
、
好

論
古
今
人
物
。
撰
語
林
數
卷
、
號
曰
裴
子
」
と
あ
る
。

（
45
）　
「
庾
道
季
詫
謝
公
曰
、
裴
郎
云
、
謝
安
謂
、
裴
郎
乃
可
不
惡
、
何
得
為
復
飲
酒
。
裴

郎
又
云
、
謝
安
目
、
支
道
林
如
九
方
皋
之
相
馬
、
略
其
玄
黃
、
取
其
儁
逸
。
謝
公
云
、

都
無
此
二
語
、
裴
自
為
此
辭
耳
。
庾
意
甚
不
以
為
好
。
因
陳
東
亭
經
酒
壚
下
賦
。
讀
畢
、

都
不
下
賞
裁
、
直
云
、
君
乃
復
作
裴
氏
學
。
於
此
語
林
遂
廢
。
今
時
有
者
、
皆
是
先
寫
、

無
復
謝
語
」（『
世
説
新
語
』
輕
詆
第
二
十
六
）。
な
お
、『
世
説
新
語
』
に
お
け
る
『
語

林
』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
前
注
掲
の
渡
邉
義
浩
「『
世
説
新
語
』
の
編
集
意
図
」

に
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）　
「
續
晉
陽
秋
曰
、
晉
隆
和
中
、
河
東
裴
啟
撰
漢
、
魏
以
來
迄
于
今
時
、
言
語
應
對
之

可
稱
者
、
謂
之
語
林
。
時
人
多
好
其
事
、
文
遂
流
行
。
後
說
太
傅
事
不
實
。
而
有
人
於

謝
坐
敘
其
黃
公
酒
壚
、
司
徒
王
珣
為
之
賦
、
謝
公
加
以
與
王
不
平
、
乃
云
、
君
遂
復
作

裴
郎
學
。
自
是
衆
咸
鄙
其
事
矣
」（『
世
説
新
語
』
輕
詆
第
二
十
六 

劉
孝
標
注
）。

（
47
）　
『
宋
書
』
巻
四
十 

百
官
志
下 

殿
中
將
軍
に
は
、「
晉
孝
武
太
元
中
、
改
選
以
門
閥
居

之
」
と
あ
る
。

（
48
）　
「
松
之
以
世
立
私
碑
、
有
乖
事
實
、
上
表
陳
之
曰
、
碑
銘
之
作
、
以
明
示
後
昆
、
自

非
殊
功
異
德
、
無
以
允
應
茲
典
。
大
者
道
勳
光
遠
、
世
所
宗
推
、
其
次
節
行
高
妙
、
遺

烈
可
紀
。
若
乃
亮
采
登
庸
、
績
用
顯
著
、
敷
化
所
莅
、
惠
訓
融
遠
、
述
詠
所
寄
、
有
賴

鐫
勒
、
非
斯
族
也
、
則
幾
乎
僭
黷
矣
。
俗
敝
偽
興
、
華
煩
已
久
、
是
以
孔
悝
之
銘
、
行

是
人
非
、
蔡
邕
制
文
、
每
有
愧
色
。
而
自
時
厥
後
、
其
流
彌
多
、
預
有
臣
吏
、
必
為
建

立
、
勒
銘
寡
取
信
之
實
、
刊
石
成
虛
偽
之
常
、
真
假
相
蒙
、
殆
使
合
美
者
不
貴
、
但
論

其
功
費
、
又
不
可
稱
。
不
加
禁
裁
、
其
敝
無
已
。
以
為
諸
欲
立
碑
者
、
宜
悉
令
言
上
、

為
朝
議
所
許
、
然
後
聽
之
。
庶
可
以
防
遏
無
徵
、
顯
彰
茂
實
、
使
百
世
之
下
、
知
其
不

虛
、
則
義
信
於
仰
止
、
道
孚
於
來
葉
。
由
是
並
斷
」（『
宋
書
』
卷
六
十
四 

裴
松
之
伝
）。


