
(
書

評

)

薫
啓
慶
著

『
元
代
史
新
探
」
を
読
む

1

元
代

に
お
け
る
士
大
夫
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
ー

森

田

憲

司

台
湾
大
学
出
身
で
、
現
在
星
嘉
披
大
学
教
授
で
あ
る
瀟
啓
慶
氏
の

論
文
集

『元
代
史
新
探
』
が
、
最
近
刊
行
さ
れ
た

(台
北

新
文
豊

出
版
公
司

一
九
八
三
年
六
月
)
。
氏
は
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
留
学
中

は
、
ク
リ
ー
ブ
ス
教
授

(　閃
・ぐ
く
●(昌
O
餌く
Oω)
の
門
下
に
在
り
、

こ
の

論
文
集

も
、
同
教
授

に
献
呈
さ
れ
て
い
る
。

本
書

に
収
め
ら
れ
て
い
る
論
文
は
、
既
に
学
術
雑
誌
等

に
発
表
さ

れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
中
に
は
我
国
に
は
ほ
と
ん
ど
入
ら
な
か
っ
た

雑
誌
に
載

っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
本
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る

論
文
の
中
で
氏
が
取
り
上
げ

て
い
る
テ
ー

マ
は
、
こ
の
書
評
の
末
尾

に
掲
げ

た
目
次
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
モ
ン
ゴ
ル
史
、
元
朝

史
に
わ
た
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
か
か
わ
っ
て
い
て
、
い
つ
れ
の

論
考
も
、
『
元
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
漢
文
史
料
は
も
と
よ
り
、
西

方
史
料

や
、
日
欧
文
の
研
究
論
文
ま
で
を
含
む
、
幅
広
い
材
料
に
よ

っ
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
第

一
番
目
の
論
文
で
あ
る

「
元
代
的
儒
戸

"
儒
士
地

位
演
進
史
上
的

一
章
」
(
一
ー
五
八
頁
、
原
載
香
港

『東
方
文
化
』
一

　
ユ
　

六
-

一
・
二
、

一
九
七
八
)
を
中
心
に
紹
介

し
、
元
朝
治
下
の
士
大

夫
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

さ
て
、

モ
ン
ゴ

ル
支
配
下
の
漢
民
族
、
と
く
に
前
代
に
は
支
配
階

層
で
あ

っ
た
士
大
夫
達
に
対
す
る
所
遇
、
と

い
う
問
題
は
、
古
く
か

ら
多
く
の
人
々
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
き

た
。
周
知
の
如
く
、
鄭

思
肖
の

『
鉄
函
心
史
』
や
、
謝
栃
得
の

『
畳
山
集
』
に
見
え
る
表
現

に
基
い
た

「九
儒
十
弓
」
と
い
う
表
現
に
代
表
さ
れ
る
、
異
民
族
モ

ン
ゴ

ル
の
中
華
文
明

へ
の
軽
視
、
そ
の
結
果

と
し
て
の
、
士
大
夫
達

に
対
す
る
冷
遇
、
就
中
、
科
挙

の
中
絶
と

い
う

「悲
惨
な
」
状
況
、

と
い
う

元
朝
史

へ
の
認
識
が
、

一
貫
し
た

流
れ
と
し
て

一
方
に

あ
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る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「九
儒

十
巧
」
は
、
漢
民
族
民
族
主
義
者

の

発
言
に
す
ぎ
ず
、
元
朝
の
治
下
で
も
、
士
大
夫
達
は
実
際
に
は
必
ず

し
も
冷
遇
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
流
れ
も
、

も
う

一
方

に
は
あ
り
、
古
い
も
の
と
し
て
は
、
石
刻
に
残
さ
れ
た
免

役

の
聖
旨
に
基
い
て
、
こ
の
こ
と
を
論
じ
た

『両
漸
金
石
志
』
の
例

　
　
　

を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
、
元
朝
支
配
下
の
漢
人
士
大

夫
と
い
う
、

い
さ
さ
か
古
典
的
と
も
言
え
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、

最
近
、
幾
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
考
が
発
表
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
従
来

の
研
究
を

一
歩
進
め
た
視
点
、
角
度
か
ら
の
論
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。
瀟
氏
の
こ
の
論
文
も
、
そ
う
し
た
も
の
の

一
つ
と
言
え
よ

.つ
。さ

て
、

こ
の
論
文
の
主
題
で
あ
る

「
儒
戸
」
と
は
、

モ
ン
ゴ

ル
支

配
下
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た

一
種
の
世
襲
的
職
業
身
分
制
度
で
あ
る

(3
)

「戸
計

」
の
う
ち
の

一
つ
の
項
目
で
あ
り
、

一
定
の
条
件
資
格
の
も

と
で
、

士
大
夫
達

(当
時

の
表
現
に
よ
れ
ば
秀
才
達
)
を
、
「儒
戸
」

と
し
て
戸
籍
に
登
録
し
、
僧
、
道
、
答
失
蛮
、
也
里
可
温
と
い
っ
た

人
々
と
同
様
に
、
免
役

や
裁
判
そ
の
他
の
点
で
優
遇
し
た
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
前
引
の
,『
両
漸
金
石
志
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
九
儒

十
弓
的

元
代
観

へ
の
反
証
と
し
て
、

「
儒
戸
」
の
存
在
が
、

し
ば
し

ば

指

摘

さ

れ

て

き

た
。

蒲
…氏

は
、

こ

の

「
儒

戸

」

な

横
…成

で
論

じ

て

い

る
。

一

引

言

と

い
う

テ

ー

マ
に

つ
い

て
、

次

の

よ
う

二

儒
戸
設
立
的
由
来
及
経
過

三

儒
戸
的
数
目

四

儒
戸
的
義
務
和
権
利

五

儒
戸
的
出
品

ω

補
吏

②

教
官

六

余

論

な
お
、
こ
の

「儒
戸
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
我
倒
に

お
い
て
も
、
大
島

立
子
氏
の

「
元
代
の
儒
戸
に
つ
い
て
」
(中
嶋
敏

先
生
古
稀
紀
念
論
集
下

一
九
八

一
)
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
大

島
氏
の
論
文
の
構
成
を
掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

儒
戸
の
待
遇

儒
戸
の
選
出

儒
戸
の
特
権

郷
村
に
お
け
る
儒
戸
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て
の
二
つ
の
論
文
の
構
成
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
儒
戸
の
問
題

を
め
ぐ

っ
て
は
、
そ
の
制
度
の
成
立
と
儒
戸
の
選
別
過
程
、
儒
戸
の

特
権
と
義
務
、
の
二
つ
が
制
度
上
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

二
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
し
か

し
、
個

々
に
見
て
い
く
と
、
ま
だ
そ
の
検
討
が
充
分
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
面
も
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

考
え
て

い
き
た
い
。

薫
氏

の
項
目
で

言
え
ば

「
儒
戸
的
数
目
」、
す
な
わ
ち
、
儒
戸

の

戸
数
を
め
ぐ
る
問
題
か
ら
、
ま
ず
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
儒
戸
と

し
て
戸
籍
に
登
緑
さ
れ
た
人
々
は
、
ど
の
く
ら
い
の
数
に
の
ぼ
る
の

か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
華
北
の
旧
金
領
に

お
け
る

儒
戸
の
戸
数
に
つ
い
て
は
、
『
元
史
』
世
祖
本
紀
の
記
事
に

よ
っ
て
、
至
元

=
二
年

(
=
一七
六
)
に
、

三
八
九
〇
戸
に
確
定
し
た

(
4
)

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
江
南
の
旧
南
宋
領
の
儒
戸
の
戸

数
に
つ
い
て
は
、
漢
地
の
よ
う
な
全
体
の
戸
数
に
つ
い
て
の
資
料
が

な
い
。
瀟
氏
は
、
地
方
志
書
の
戸
口
記
事
な
ど
に
見
え
る
戸
数
を
紹

介
さ
れ
、そ
れ
ち
め
数
値
を
合
算
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
江
南
に
お
け

る
儒
戸

戸
数
の
総
戸
数
に
対
す
る
比
を
、
○
・八
五
%
と

設
定
さ
れ

(
5
)

て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
地
に
お
け
る
同
じ
く
○
・
一
七
%
に
く
ら
べ
、

ず

い
ぶ
ん
高
い
比
率
と
な

っ
て
い
る
。
薫

氏
は
、
後
で
触
れ
る
よ
う

に
、
儒
戸
の
選
定
は
至
元
二
七
年

(
=
一七
六
)
の
編
籍
で
確
定
し
た

も
の
と
し
、
ま
た
、
『
元
史
』
地
理
志
に
見

え
る
戸
数
も
、
同
年
の

編
籍
に

基
づ
く
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
、

地
理
志
の
戸
数
を

分
母

に
、
各
史
料
の
儒
戸
戸
数
を
分
子
と
し
て
、

こ
の
比
率
を
算
出
さ
れ

て
い
る

(
一
五
-

一
六
頁
)。
こ
の
計
算
方
式

の
当
否
は
措
く
と
し
て

も
、
氏
の
計
算
に
よ
る
と
、
各
史
料
ご
と
の
比
率
に
は
、
最
小
○

・

=

%

(松
江
府
)
か
ら
最
大

一
・
四

一
%

(慶
元
路
)
ま
で
の
差
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
の
差
が
あ
る
も
の
を
合
算
し
て
も
意

味
の
あ
る
計
算
結
果
が
出
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
こ
で
対

象
と
な
っ
て
い
る
地
域
は
、
慶
元
路
を
は
じ
め
と
し
て
、
江
漸
の
、

い
わ
ば
文
化
的
先
進
地
帯
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
こ
に
於
て
す
ら
、

こ
の
よ
う
に
数
字
に
ぶ
れ
が
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
次
の
よ
う
に

そ
れ
を
全
国
に
適
用
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。

す
な
わ
ち
、
氏
は
さ
ら
に
、
や
は
り
地
理

志
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た

江
南
各
行
省
の
総
戸
数

=

八
四
万
〇
八
〇
〇
戸
に
、
こ
の
平
均
比

率
を
乗
じ
、
江
南
の
儒
戸
の
戸
数
を
、

一
〇
万
〇
六
四
七
戸
と
さ
れ

た

(漢
地
の
戸
数
を
加
え
る
と
、
元
代
の
儒
戸
の
総
数
は
、

=

万
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四
五
三
七
戸
と
な
る
)。
こ
れ
が
氏
の
以
下
の

行
論
の
根
拠
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
瀟
氏
自
身
も
認
め
て
い
る
如
く
、
こ
の
数
値
は

概
算
に
す
ぎ
、
最
大
値

に
つ
い
て
、

一
つ
の
メ
ド
を
つ
け
る
以
上
の

意
味
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
江
南
に
お
け
る
儒
戸
総
数

一
〇
万
余
戸
と
い
う
数
値
に
つ

い
て
、

ど
の
よ
う
な
意
義
づ

け
を
、
薫
…氏
は
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
至

元

=
二
年

(
=
一七
六
)
に
南
宋
が
滅
亡
す
る
ま
で
の
、
約
三

十
年
間

に
、
淳
祐
四
年

(
一
二
〇
四
)
以
来
、
合
計

=

回
の
科
挙
が

行
な
わ
れ
、
進
士
合
格
者
は
、
約
六
千
人
い
る
。
解
試
合
格
者
は
そ

の
約
十
倍
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
南
宋
の

「
科
第
の
家
」
を
吸
収
す

る
の
に
、
こ
の
十
万
と
い
う
数
は
充
分
な
も
の
で
あ

っ
た
、
と
い
う

の
が
、
薫
…氏
の
考
え
で
あ
る
。

果
し
て
、
実
際
に
そ
う
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
儒
戸

と
な
る
べ
き
人
物
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
想
定
さ
れ
て
い
た

の
か
、

を
見
て
み
た
い
。
そ
の
材
料
と
な
る
も
の
と
し
て
、
儒
戸
の

選
定
の
杜
撰
さ
を
論
じ
た
文
章
の
次
の

一
節
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
亡
宋
登
科
発
解
、
真
材
碩
学
、
名
卿
士
大
夫
」
が
、
多
く
儒
戸
か

(6

)

ら
洩
れ
て
い
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
言
葉
の
あ
や
と
い

う
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
儒
戸
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
人
々
に
意
識
さ

れ
て
い
た
の
が
、
単
に
科
挙
合
格
者
に
限

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
薫
氏
の
計
算
の
結
果
で
あ
る
十
万
余

と
い
う

数
字
を
見
直
し
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
考
え

と
し
て
は
、
氏
の
数
値
が
、
い
わ
ば
最
大
限

の
も
の

(
と
い
う
よ
り
、

そ
れ
以
上
の
も
の
)
で
あ
り
、

一
方
で
儒
戸
の
含
ま
れ
る
範
囲
が
、

氏
の
考
え
て
い
る
も
の
よ
り
拡
大
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
儒
戸
制
度
の
持
つ
、

い
わ
ば
収
容
能
力
の
限
界
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
を
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

も
う
少
し
異
な
っ
た
角
度
か
ら
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
儒

戸
と
士
大
夫
と
の
関
係
と
し
て
、

こ
の
問
題
を
設
定
す
れ
ば
ど
う
な

る
で
あ
ろ
う
か
。
各
時
代
の
中
国
社
会
に
お
け
る
士
大
夫
数
の
、
対

総
人
口
比
と
い
う
問
題
は
興
味
を
ひ
く
し
、

そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
必

然
的
に
儒
戸
と
し
て
編
籍
さ
れ
た
士
大
夫

の
比
率
も
ま
た
明
ら
か
に

な
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
今
、
そ
れ
を

知
る
す
べ
を

筆
者
は
知
ら
な

い
。
た
だ
、
元
朝
に
お
け
る
こ
の
問
題
を
考

え
る
上
で
、
役
に
た
っ

て
く
れ
そ
う
な
の
が
、
『元
統
元
年
進
士
録
』
と
い
う
書
物
で

(『宋

元
科
挙
三
録
』
所
収
)、
元
統
元
年

(
一
三
三
三
)
に
行
な
わ
れ

た

科

挙
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
薫
氏
が
詳
細
な
校
注
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を
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

「
前
言
」
が
本
書
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る

(
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
後
述
)。
士
大
夫
と
い
う

語

の
定
義
は
難

し
い
が
、
お
よ
そ
科
挙
を
受
験
し
合
格
す
る
ほ
ど
の
人
は
す
べ
て
士

大
夫
で
あ
る
、
と
断
ず
る
の
は
暴
論
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
、

そ
う
し
た
前
提
に
立

っ
て
、
こ
の
進
士
録
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
書

物
に
は
、
漢
人
二
五
人
、
南
人

二
五
人
の
合
格
者
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
そ

の
氏
名
や
父
祖
の
名
と
と
も
に
、
戸
計
も

記
さ
れ

て

い

る

(た
だ
し

戸
計
に
つ
い
て
は

全
員
に
で
は
な
い
)
。
そ
れ
に
よ
っ
て

彼
等
の
出
身
戸
計
を
調

べ
れ
ば
、
士
大
夫
が

ど
の
よ
う
な
戸
計

に

編
籍
さ
れ
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
の
サ
ン
。プ
リ
ン
グ
と
な
ろ
う
。

結
論
を
言
え
ば
、
元
統
元
年
の
合
格
者
の
う
ち
、
そ
の
戸
計
が
儒
戸

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
漢
人
二
名
、
南
人

=

名
と
、
意
外
に

少
な
い
。
漢
人
で
は
軍
戸
が
目
立
ち

(十
名
)、
南
人
で
は
民
戸
も

多

い

(
六
名
)。
く
り
か
え
す
が
、
儒
戸
以
外
の
合
格
者
達
が

士
大

夫
で
は
な
か

っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
人
の
合
格
者

で
民

戸
に
属

す
る
も
の
の
う
ち
四
名
の
家
で
は
、
曽
祖
以
来
の
三
氏

の
い

つ
れ
か
で
文
官
と
し
て
出
仕
し
て
い
る
も
の
を
出
し
て
い
る

(吏
職

を
の
ぞ
く
)
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
江
南
に
お
い
て

は
、
華

北
の
数
倍
の
比
率
で
儒
戸
は
選
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
充

分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、

こ
の
事
実
は
示

し
て
い
る
。

儒
戸
と
し
て
戸
籍
に

登
録
さ
れ
た

士
大
夫
を

史
料
は

「
在
籍
儒

人
」
と
呼
ぶ

(白
話
の
詔
勅
や
碑
文
で
は

「
在
籍
秀
才
」
)。
こ
れ
に

対
し
て
、
「非
在
籍
」
の
儒
人
が

存
在
す
る
わ
け
で
、
彼
等
を

無
視

し
て
は
、
元
朝
に
お
け
る
士
大
夫
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
不
充
分
な

も
の
と
な
ろ
う
。
瀟
氏
も
、
認
定
に
洩
れ
た
儒
戸

の
存
在
に
は
言
及

す
る
が
、

一
歩
つ
っ
こ
ん
で
検
討
の
対
象
と
す
る
に
は
至

っ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
非
在
籍

の
儒
人
に
つ
い
て
考

え
る
に
は
、
儒
戸
の
選
別
、
認
定
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。

華
北
に
お
け
る
儒
戸
の
選
別
が
、
所
謂

「戊
戌

の
選
試
」
に
始
ま

り
幾
度
か
の
選
試
を
経
て
、
至
元

=
二
年

(
一
二
七
六
)
の
選
試
で
確

定
し
た
こ
と
は
、
薫

・
大
島
両
氏
と
も
に
述

べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

史
料
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
至
元
二
四
年

(
一
二
八
七
)
の
尚
書
省

(7
)

の
盗
の
中
で

「
議
得
、
腹
裏
儒
戸
至
元
十
三
年
試
中
者
、
上
免

一
身

差
役
、
所
拠
江
南
儒
人
、
比
及
選
試
分
棟
定

奪
以
来
、
将
帰
附
之
初

元
籍
儒
戸
、
於
儒
戸
項
下
作
数
外
、
拠
已
後
続
収
儒
戸
、
収
係
為
民
、

准
此
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

江
南
、
す
な
わ
ち
、
旧
南
宋
領
に

お
け
る

儒
戸
の
認
定
に

つ
い
て
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は
、
そ

の
経
緯
は
分
明
で
は
な
い
。
至
元
二
七
年

(
一
二
九
〇
)
に
お

こ
な
わ
れ
た
、
江
南
併
合
後
初

の
編
籍
に
お
い
て
、
再
調
査
が
行
な

わ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
江
南
の
儒
戸
は
確
定
し
た
と
い
う
の
が
、
薫

氏
の
見
解
で
あ
り
(
一
四
-

一
五
頁
)、
大
島
氏
も
同
様
で
あ
る
。
し

か
し
、

そ
の
選
定
の
基
準
と
な

っ
た
も
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
至

元
二
七
年
以
前
の
江
南
で
、
華
北

に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
、
幾
度

か
の
選
試
に
よ
る
選
別
が
行
な
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
前
引
の
盗
の

中

に
見

え
る
よ
う
に
、
「元
籍
儒
戸
」
で
あ
る
こ
と
が
、
江
南
で
は
、

儒
戸
と
し
て
認
め
ら
れ
る
条
件
で
あ

っ
た
。
こ
の

「
元
籍
」
と
は
、

南
宋
攻
略
直
後
に
行
な
わ
れ
た
儒
戸

の
選
別
を
指
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
、
か
な
り
杜
撰
な
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、

坊
長
、

里
正
と
い
っ
た
人
々
に
よ
る
報
告
を
そ
の
ま
ま
登
録
す
る
と

い
っ
た

よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
、
中
に
は
、
張
秀
、
王
官
人
、
張

進
士
と

い
っ
た
調
子
の
名
前
が
あ
る
だ
け
で
、
先
世
に
関
す
る
記
事

も
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
葉
李
が
杭
州
儒
学
の
教
授
で
あ
っ
た

時

(後

に
漸
西
儒
学
提
挙
)、
独
自
に
調
査
し
た
も
の
と
つ
き
あ
わ
せ

て
み
る
と
、

一
致
す
る
の
は
、
杭
州
の
九
県
四
司
で
合
計
九
九
戸
し

(8

)

か
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
各
地
の
儒
学
提
挙
に
よ
っ
て
再
調

査
さ
せ
て
、
至
元
二
七
年
に
至

っ
て
い
る
が
、
前
引
の
盗
文
に
も
見

え
る
よ
う
に
、
「続
収
儒
戸
」
と
呼
ば
れ
る

漏
籍
の
儒
人
達
は
民
戸

と
し
て
取
扱
わ
れ
た
。

当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
至
元

=
二
年
の
時
点
に
お
い
て
認
定
さ
れ

た
各
地
の
儒
戸
数
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
が
、
偶
目

し
得
た
唯

一
の
例
と
し
て
、
『
至
元
嘉
禾
志
』
巻
六

戸
口
の
う
ち
の

松
江
府
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
「至
元
十
三
年
報
省
民

数
也
」
と
し
て
、
総
戸
数
二
一二
万
四
四
七
〇
戸
、
儒
戸

一
九
二
戸
と

い
う
数
字
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
(正
徳
)
松
江
府
志
』

に
は
、
こ
の
数
字
と
と
も
に
至
正
中

の
戸
数
も
記
さ
れ
て
お
り
、
総

戸
数

一
七
万

七
三
四
八

(他
に
北
人
戸

一
〇
六
二
)、
儒
戸

一
八
六

(
9
)

と
あ
る

(巻
六

戸
口
)。
『至
元
嘉
禾
志
』
が
、
「中
更
兵
難
戸
口
減

半
、
今
建
管
僅

一
十
三
万
余
戸
而
己
」
と
述

べ
る
よ
う
に
、
戸
数
の

減
少
が
著
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
戸
の
戸
数
に
つ
い
て
は
、
至

元

=
二
年
の
結
果
に

ほ
と
ん
ど

変
化
が
な
か
っ
た

こ
と
と
な
り
、

「
元
籍
」
の
果
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

薫
氏
に
よ
れ
ば
、
江
南
に
は
、
儒
戸
の
認
定
に
有
利
な
条
件
が
二

つ
あ

っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
に
は
、
金
の
滅
亡
か
ら
認
定

ま
で
約
四
十
年
経
過
し
て
い
た
漢
地
と
異
な
り
、
前
朝
の
科
第
の
士
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が
ま
だ
現
役
で
い
た
こ
と

(氏
は
時
間
的
原
因
と
呼
ぶ
)、
第

二
に
、

貢
士
荘

な
ど
の
分
布
に
よ
り
、
認
定
し
て
も
国
家
の
側
の
負
担
が
少

な
か

っ
た
こ
と

(氏
は
経
済
的
原
因
と
呼
ぶ
)
の
二
つ
で
あ
り
、
そ

れ
が
儒
戸
の
高

い
比
率
を
生

み
出
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
江
南
に

お
い
て
も
、
儒
戸

の
認
定
が
十
全
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

以
上
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
至
元

=
二
年
の
南
宋
滅
亡
か
ら
、
二

七
年
の
編
籍
ま
で
に
お
け
る
、
儒
戸
の
選
別
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
元
代
に
お
け
る

士
大
夫
の
所
遇
と
い
う

問
題
を
考
え
る

時
、
次

の
三
つ
の
時
期
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

e

漢
地
に
お
け
る
士
大
夫

(
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
か
ら
戊
戌
の
選

試

を
経

て
、
至
元

=
二
年
の
編
籍
に
よ
る
固
定
)

ω

江
南

に
お
け
る
士
大
夫

日

延
祐
の
科
挙
以
後

e
に

つ
い
て
は
、
安
部
健
夫

の

「元
代
知
識
人
と
科
挙
」
(史
林

四

ニ
ー
六
、

一
九
五
九
)
が
あ
る
が
、
最
近
、
南
京
大
学
の
挑
大
力
氏

に
よ
る

「元
朝
科
挙
制
度
的
行
廃
及
其
社
会
的
背
景
」

(元
史
及
北

方
民
族
史
研
究
六
、

一
九
八
二
)
が
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、
ω
に
つ

い
て
は
、
牧
野
修
二
氏
の
生
員
お
よ
び
学
校

に
つ
い
て
の

一
連
の
研

究
、
と
く
に

「
元
代
生
員

の
学
校
生
活
」
(愛
媛
大
学
法
文
学
部
論

集
文
学
科
編

=
二
、

一
九
八
〇
)
が
あ
っ
て
、
本
書
と
同
じ
く
、
『廟

学
典
礼
』
を
主
な
材
料
と
し
て
、
儒
戸
の
生
活
に
つ
い
て
く
わ
し
く

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
第
三
の
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

薫
氏
に
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
元
統
元
年
進
士
録
校
注
」
(食
貨

月
刊
、
復
刊

=
二
ー

一
・
二
、
三

・
四
、

一
九
八
三
、
「前
言
」
の
み

本
書
に
収
録
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
筆
者
も
先
程
利
用
し
た

『
元

統
元
年
進
士
録
』
に
つ
い
て
、
そ
の
記
事

の
不
全
を
補
い
、
個
々
の

人
物
に
関
連
す
る
文
献
を
注
記
す
る
な
ど
し
て
、
こ
の
科
挙
に
つ
い

て
、
十
全
の

デ
ー
タ

を
得
る
た
め
の
努
力
を

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、

こ
の
試
験

の
結
果
を
量
的

に
分
析
し
よ
う
と
す
る
、
氏
の
姿
勢

に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
元
朝
の
科
挙
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
研
究
は
あ
る
が
、
宮
崎
市
定
氏

の

「
元
朝
治
下
の
蒙
古
官
職
を

め
ぐ
る
蒙
漢
関
係
」
(東
洋
史
研
究
二
三
ー
四
、
一
九
六
五
)
が
、
モ

ン
ゴ

ル
人
と
漢
人
と
の
官
界

に
お
け
る
比
重
の
変
化
と
、
延
祐
の
科

挙
開
始
と
を

結
び
つ
け
る
と
い
う

独
自
の

視
点
を
持
つ
の
を
除
け

ば
、
元
代
の
科
挙

に
つ
い
て
の
諸
論
考
や
、
元
代
に
つ
い
て
の
諸
研

究

に
お
い
て
は
、
そ
の
合
格
者
数
の
絶
対
的
な
少
な
さ
の
故
に
、
元
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代
に
お
け
る
科
挙

の
重
要
性
を
低
く
見
る
も
の
が
多

い
。
こ
れ
は
、

全
体
的

な
議
論
と
し
て
は
、
誤
ま

っ
て
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
具
体
的
に
個
々
の
科
挙
合
格
者
に
即
し
て
、
彼
等
の
元
代
政
治

史
、
官
制
史
の
中
で
の
位
置
を
見
き
わ
め
て
い
く
こ
と
は
、
や
は
り

必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
も
、
薫
氏
の
今
回
の

作
業
は
意
味
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
元
統
元
年
や
、
単
に
合
格
者
の

名
前
の
み
が
残

っ
て
い
る
至
正

=

年

(
一
三
五

一
、
『
金
石
葦
編
未

刻
藁
』
所
収
)
に
限
ら
ず
、
元
代
に
お
け
る
各
次

の
科
挙
合
格
者
に

つ
い
て
調
べ
あ
げ
、

い
わ
ば
、
元
の
登
科
記
を
再
編
す
る
作
業

へ
と

進
む
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

(そ
れ
が
、
果
し
て
個
人
の

力
で
可
能
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
)。

最
後

に
も
う

一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

大
島
氏

の
論
文
に
あ
る

「
郷
村
に
お
け
る
儒
戸
」
の

一
節
に
対
応
す

る
も
の
が
、
本
書
に
久
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
儒
戸
で
あ
る
こ
と

が
、
彼
等
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
ま
た
そ
れ
が
日
常

生
活
の
中

で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
方
向

の
視

点
が
、
薫
氏
の
論
考
に
は
久
け
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
に

述
べ
た

科
挙
合
格
者
の
洗

い
直
し
を
も
含
め
て
、
現
実
の
元
代
社
会

に
生
き
た
士
大
夫
達
の
あ
り
方
を
追
究
し
て
い
く
こ
と
ー

そ
れ
は

恐
ろ
し
い
ま
で
の
個
別
事
例
の
つ
み
か
さ
ね
と
化
す
か
も
し
れ
な
い

が
ー

が
今
後
の
我
々
の
進
む
べ
き
方
向

の

一
つ
で
あ
る
と
、
筆
者

は
考

え

て

い
る
。

以
上
、
瀟
啓
慶
氏
の
著
書
の
中
か
ら
、
「
元
代
的
儒
戸
」
を
主
た

る
材
料
と
し
て
、
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
、
充
分
に
史
料
を
掲

げ
る
こ
と
も
せ
ず
、
臆
断
に
走
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
し

て
、
筆
を
欄
き
た
い
。

『
元
代
史
新
探
』
目
次

元
代
的
儒
戸

"
儒
士
地
位
演
進
史
上
的

一
章

元
代
的
宿
衛
制
度

元
代
的
鎮
戌
制
度

元
代
四
大
蒙
古
家
族

元
麗
関
係
中
的
王
室
婚
姻
与
強
権
政
治

忽
必
烈
潜
邸
旧
侶
考

北
亜
遊
牧
民
族
南
侵
各
種
原
因
的
検
討

蘇
天
爵
和
他
的
元
朝
名
臣
事
略

「元
統
元
年
進
士
録
校
注
」
前
言

挑
従
吾
教
授
対
遼
金
元
史
研
究
的
貢
献

王
徳
毅
等
編

=
兀
人
伝
記
資
料
索
引
」
的
評
介
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ぐ

〔註
〕

(
1
)

『
東
方
文
化
』

の
こ
の
号
は
、
筆
者

の
調

べ
得

た
限
り

で
は
、
日
本

の
公
共
機
関

に
所
蔵

さ
れ

て
い
な

い
。

(
2
)

巻

一
四

「元
世
祖
免
秀
才
雑
涯
差
役
諭
旨
碑
」
。

(3
)

「戸
計
」
全
般
に

つ
い
て
は
、
黄
清
連
著

『
元
代
戸
計
制
度
研
究
』

(国
立
台
湾
大
学
文
史
叢
刊

一
九
七
七
)
や
、
大
島
立
子

「
元
代
戸
計

と
窩
役
」

(歴
史
学
研
究
四
八
四

一
九
八
〇
)
参
照
。

(
4
)

『
元
史
』
巻
九
世
祖
本
紀
六
、
至
元

=
二
年

三
月
戊
寅
条
。

(
5
)

本
書

一
五
頁

で
は
、
漢
地

に
お
け
る

比
率

を
、

○

・
六

一
%

と
す

る
。

こ
れ

で
は
、
江
南

の
○

・
八
五
%

と
あ
ま
り
変
ら

な
い
。
筆
者
が

計
算

し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、

○

・
一
六
%
の
誤
植

で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
三
桁
目
を
四
捨
五
入
し
て
、
○

・

一
七
%
と
し
て
お

い
た
。

(
6
)

『
廟
学
典

礼
』
巻

三

〈
儒
戸
照
帰
附
初
籍
井
葉
提
挙
続
置
儒
籍
抄
戸
〉

李
嘉

議
呈
。

(
7
)

同

〈
儒
戸
照
抄
戸
手
収
入
籍

〉
尚
書
省
容
。

(
8
)

同

〈
儒
戸
照
抄
戸
手
収
入
籍
〉
杭
州
路
儒
人
謝
元
卿
等
連
名
上
書
。

(
9
)

薫

氏
は
、
青
山
定
雄

「
宋
元

の
地
方
誌

に
見

え
る
社
会
経
済
史
料
」

(東
洋
学
報

二
五
!

二
、
一
九
三
八
)
に

よ

っ
て
、
『
松
江
府
志
』
に

見

え
る
至
正
中

の
戸
数

の
み
を
、
本
書

で
と
り
あ
げ
て

い
る
。
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