
元
の
諸
帝
の
文
學
（
五
）

－
元
史
叢
庶
の
1
1
1
1

　
　
　
　
　
　
　

七

　

む
ヽ
す
’
び

　
　
　
　

以
上
述
べ
来
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
元
朝
来
年
の
天
子
た

　
　
　

ち
が
、
漢
文
に
對
し
、
相
富
の
興
味
と
能
力
と
を
も
っ
て
ゐ
た

　
　
　

こ
と
は
、
｀
ほ
ゞ
疑
ぴ
の
な
い
と
こ
ろ
と
信
す
る
。
漢
文
を
讃
解

　
　
　

す
る
能
力
な
く
し
て
、
文
宗
の
如
く
、
ま
た
順
帝
の
如
く
、
支

　
　
　

那
の
書
法
に
興
味
を
よ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
あ
り
得
べ
か
ら

　
　
　

ざ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
北
族
の
朝
廷
が
辿
っ
た

　
　
　

の
と
同
じ
漢
化
の
遠
路
を
、
こ
の
朝
廷
も
、
右
の
末
年
に
か
い

　
　
　

て
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
辿
り
つ
つ
あ
っ
た
と
せ
ね
ば
な

　
　
　

ら
ぬ
。
さ
う
し
’
て
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
元
末
の
天
子
の
置
か

９

　
　

れ
た
環
境
を
考
へ
て
見
れ
ば
、
む
し
ろ
常
然
の
こ
と
と
思
は
れ

士
口

幸

　

次

　

郎

　

第
一
は
、
天
子
の
生
活
の
本
條
が
、
大
都
燕
京
に
置
か
れ
、

漢
人
の
生
活
と
不
断
の
接
鯛
を
も
っ
や
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
大
都
の
宮
禁
が
世
９
　
に
よ
っ
て
醤
造
さ
れ
て
以
後
、
蒙
古

の
天
子
も
、
奎
章
閣
記
に
も
り

居
あ
る
」
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
も
は
や
浹
北
の
帳
殿
を

怖
、
す
る
北
方
の
君
長
で
は
な
い
。
漢
人
の
生
活
の
渦
ま
く
中

に
住
む
中
國
の
「
皇
帝
」
で
あ
る
。
む
ろ
ん
宮
禁
の
中
で
は
、

譜
代
の
蒙
古
臣
僚
の
勢
力
が
、
、
支
配
的
で
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
し
か
し
宮
禁
の
中
の
生
活
が
、
宮
禁
の
外
に
ぴ
ろ
が
る
漢

人
の
生
活
と
、
没
交
渉
で
あ
り
得
る
筈
は
な
い
ぽ
か
り
で
な

く
、
宮
禁
の
中
で
も
、
漢
人
、
こ
と
に
南
方
の
良
人
、
す
な
は

ち
常
時
の
言
葉
で
い
へ
ば
「
南
人
」
の
勢
力
が
、
仁
宗
の
科
皐

復
活
を
契
機
と
し
て
、
次
第
次
第
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

・四49-－



<
o

　

は
、
心
き
に
文
宗
の
條
で
、
そ
の
一
端
に
眠
れ
た
通
り
で
あ
る
。

鳶

　
　

ま
た
毎
年
の
恒
例
と
し
て
行
は
れ
た
上
都
ド
ｒ
ン
ノ
ー
ル
ヘ
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　

聘
暑
の
御
幸
は
、
没
叱
の
方
向
を
抑
制
し
て
、
蒙
古
の
前
俗
を

　
　
　

ズ
有
心
せ
ろ
に
、
有
効
で
あ
っ
た
に
は
桝
遮
な
い
。
し
か
し
そ

　
　
　

の
上
都
へ
の
御
幸
に
も
、
や
が
て
は
文
京
の
「
時
巡
」
に
侃
従

　
　
　

ト
７
　
１
黄
。
詞
の
如
く
、
南
人
の
文
ほ
が
厄
従
し
て
ゐ
る
の
・
で
あ

　
　
　

ろ
。
か
く
漢
人
と
の
接
脳
面
が
増
加
す
る
に
逼
れ
、
漢
化
の
現

　
　
　

餉
蓼
ふ
次
第
に
町
符
に
な
っ
て
ゆ
く
の
は
、
常
撚
で
あ
る
、
。
何
と

　
　
　

廠
サ
げ
蒙
に
‐
自
咄
は
、
硲
㈲
た
る
文
化
を
も
た
八
民
阪
で
あ

　
　
　

り
、
い
は
ト
［
証
で
あ
る
。
白
紙
は
い
か
か
る
色
に
も
染
み
や

　
　
　

す
い
。
池
上
の
中
に
置
か
れ
れ
げ
、
漢
土
の
色
に
染
ん
で
ゆ
く

　
　
　

の
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
や
む
を
得
ぬ
什
儀
で

　
　
　

あ
・
ろ
。
こ
の
意
味
か
ら
い
へ
ば
、
世
祖
が
都
城
犬
烈
京
に
定
め
、

　
　
　

大
望
。
一
帝
目
［
首
長
た
る
位
置
を
放
棄
し
て
、
「
中
國
」
の

　
　
　
　

「
皇
帝
」
と
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
既
に
そ
の
子
孫
の
漢
化

　
　
　

を
憬
約
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　

第
二
に
は
、
西
城
と
の
交
渉
の
減
少
で
あ
る
。
蒙
古
人
が
、

　
　
　

他
の
お
ほ
む
ね
の
北
辰
の
如
く
、
容
易
に
炭
化
の
道
を
辿
ら
な

　
　
　

か
っ
た
の
は
、
狩
野
先
生
が
「
元
曲
の
・
由
来
と
狗
仁
柏
の
梧
桐

　
　
　

雨
」
で
仰
せ
ら
れ
る
如
く
、
ま
た
勿
田
先
生
が
「
元
朝
の
焉
文

明
に
對
す
る
態
度
」
で
似
せ
ら
れ
る
如
く
、
支
那
に
。
接
す
る
よ

り
も
先
に
、
西
べ
力
突
叱
に
接
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の

埓
、
他
の
乱
泌
の
如
く
、
支
那
文
化
を
、
こ
の
世
界
に
於
け
る

唯
一
の
も
の
と
も
、
ま
た
最
高
の
も
の
と
も
、
意
識
し
な
か
っ

た
こ
と
に
基
づ
く
。
つ
き
り
白
紙
は
支
那
の
色
に
染
む
よ
り
先

に
、
西
城
の
色
に
染
ま
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
か
く
別
の
色
に

・
染
ん
で
ゐ
た
こ
と
が
、
そ
の
漢
出
を
妨
げ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
國
初
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ま
ざ
し

く
さ
う
で
あ
・
つ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
西
域
・
の
文
化
に
對
す

る
尊
敬
と
、
尊
敬
に
伴
ふ
撤
取
と
が
、
持
禎
Ｉ
れ
る
焉
に
は
、

更
に
そ
の
前
提
と
し
て
、
西
域
と
の
聞
に
、
不
断
の
交
渉
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
㈹
初
心
蒙
古
の
事
態
は
、
む
ろ
ん
号
り
で
あ
・
つ

た
。
し
か
し
さ
う
し
た
事
態
は
、
世
肌
の
末
年
以
後
も
、
保
持

さ
れ
た
か
ど
う
か
。
西
域
の
使
者
に
闘
す
る
消
息
は
、
成
宗
以

後
の
「
元
史
」
の
本
紀
に
も
散
見
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し

ｌ
が
し
國
初
に
お
准
る
如
く
頻
繁
で
は
壽
い
。
そ
の
濃
の
事
偏

　

に
、
私
は
こ
と
に
今
と
い
の
で
、
詳
し
く
は
Ｉ
家
の
散
へ
七
待

　

た
ね
ば
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
西
域
の
色
は
槌
せ
ざ
る

　

を
得
ぬ
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
西
域
の
色
の
掟

　

せ
た
あ
と
、
。
そ
ｕ
へ
浸
潤
し
て
ゆ
く
も
の
は
、
漢
土
の
仰
で
あ

-50-
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る
。
或
ぴ
は
″
西
域
の
文
化
と
い
ふ
一
つ
の
色
、
そ
れ
に
染
ん

　

だ
と
い
ふ
経
験
は
、
薪
し
い
色
に
染
む
の
を
、
よ
り
容
易
に
し

　

た
か
も
知
れ
ぬ
。
世
１
　
が
西
域
を
も
含
め
た
大
蒙
古
帝
國
の
首

　

長
た
る
腔
ほ
を
放
棄
し
、
支
那
の
み
の
「
皇
帝
」
と
た
っ
た
こ

’
と
は
、
こ
の
意
味
に
於
て
も
、
子
孫
の
漢
化
を
慄
約
す
る
も
の

　

で
あ
っ
た
。

　
　

要
す
る
に
元
朝
末
年
の
蒙
古
朝
廷
ぽ
、
漢
化
の
可
能
性
を
多

　

分
に
孕
む
空
気
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
、
文
宗
の
如
く
、
ま

　

た
順
帝
の
如
く
、
八
人
の
文
字
の
生
活
に
興
味
な
抱
き
、
自
ら

　

も
そ
の
冒
践
に
參
加
せ
ん
と
す
る
天
子
を
出
す
に
至
っ
だ
の

　

は
、
多
く
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
お
よ
そ
智
識
は
、
苦
痛
を
件

　

は
ず
し
て
は
修
得
さ
れ
な
い
と
共
に
、
快
楽
を
件
は
す
し
て
修

　

得
さ
れ
ろ
智
識
と
い
ふ
も
の
も
な
い
。
漠
北
を
９
　
　
駆
し
た
時
代

　

の
蒙
ｔ
‥
人
に
と
っ
て
は
、
文
字
の
修
得
は
、
専
ら
苦
痛
で
あ
っ

　

た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
元
末
の
天
子
は
、
そ
の
父
祀
た
ち
£

　

憾
、
環
境
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
は
そ
の
快
楽
と
し

　

て
の
面
が
、
よ
り
多
く
意
識
に
上
る
べ
・
き
時
期
に
あ
っ
た
。
狗

　

馬
弊
色
と
・
い
ふ
父
組
以
来
の
快
楽
、
そ
れ
も
依
然
と
し
て
快
楽

　

で
あ
っ
た
。
と
共
に
、
匯
字
漢
文
と
い
’
ふ
新
し
い
快
楽
か
、
そ

　

の
生
活
に
浸
潤
す
べ
き
時
期
に
到
達
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
　

さ
う
し
て
そ
の
時
期
の
成
熟
は
、
文
宗
、
順
帝
に
至
っ
て
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
る
べ
き
萌
芽
は
、
そ
れ
以
前
に
も
伏
在

し
て
ゐ
た
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
と
に
蒙
古
の
天
子
た
ち
を
、

快
柴
と
し
て
の
漢
文
、
或
ぴ
は
所
書
へ
と
導
く
に
｀
つ
い
て
、
有

力
な
媒
と
な
っ
だ
の
は
、
支
那
の
古
典
の
、
説
話
と
し
て
の
面

白
さ
で
は
な
か
っ
た
か
。
人
は
誰
も
、
右
伽
噺
を
求
め
る
本
能

を
も
っ
。
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
蒙
古
自
僣
は
、
ど
れ
だ
け
の
昔
話

を
も
っ
て
ゐ
た
か
。
「
元
朝
秘
史
」
の
示
す
程
度
で
な
ら
ば
、

程
の
知
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
西
域
と
の
接
鯛
に
よ
っ
て
、

多
少
の
論
話
を
輸
入
し
た
と
し
て
も
、
支
那
の
ぼ
史
の
も
っ
面

白
さ
、
論
話
と
し
て
の
面
白
さ
に
は
、
敵
し
難
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
世
祖
が
支
那
人
の
儒
臣
の
論
く
支
那
特
典
の
講

説
に
、
耳
を
傾
け
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
元
史

の
王
顎
の
傅
に
、
「
召
對
し
て
、
孝
経
、
書
、
易
、
及
び
斉
家

治
囚
の
道
、
古
今
事
物
の
受
を
淮
講
し
、
毎
夜
分
に
し
て
乃
ち

罷
む
」
と
あ
る
の
を
始
め
、
必
す
し
も
資
料
に
乏
し
か
ら
ぬ
。

｀
か
く
儒
臣
の
講
説
に
耳
を
傾
け
た
の
は
、
も
と
よ
り
治
道
に
資

　

す
る
焉
で
も
あ
っ
た
ら
う
け
れ
ど
ぢ
、
説
話
と
し
て
の
面
白
さ

　

が
、
た
と
ひ
世
１
　
の
自
党
に
は
上
ら
寸
と
も
、
。
そ
の
心
を
ひ
ｉ
.

　

た
’
こ
と
は
な
い
か
。
世
１
　
の
孫
な
る
故
宗
に
つ
い
て
も
、
蘇
天

－・峰51-
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爵
の
「
滋
漢
文
稿
」
の
巻
二
十
二
、
「
資
善
大
夫
太
賢
院
使
韓

公
行
状
」
す
な
は
ち
帽
駿
な
る
人
物
の
行
状
に
は
い
ふ
、
「
元

貞
大
徳
の
初
め
、
天
下
就
し
て
事
無
し
と
埓
す
。
退
朝
の
暇
、

優
昨
側
川
の
を
り
に
は
、
公
を
召
し
て
資
流
通
鑑
と
大
學
行
義

を
渋
ま
し
む
。
公
は
其
の
言
を
開
陳
し
、
緩
に
し
て
迫
ら
す
、

凡
そ
正
身
修
身
の
要
、
川
人
出
治
の
方
、
君
臣
１
　
辞
仏
跡
、
興

暇
治
惚
の
由
、
み
な
爛
然
と
し
て
膳
る
可
し
、
帝
従
容
と
し
て

吝
詞
し
、
朝
夕
倦
む
無
し
」
。
乙
夜
万
幾
の
似
に
は
、
侍
§
の

説
く
池
土
の
昔
晰
忙
、
つ
れ
づ
れ
を
附
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た

　

フ
ド
ー
」
の
嚢
加
ダ
の
傅
を
讃
む
と
、
仁
事
が
そ
の
定
率
の
功

を
上
み
し
て
、
「
吾
れ
問
く
周
の
文
主
に
は
姜
太
公
あ
り
き

と
、
嚢
加
ダ
も
予
の
家
の
１
　
太
公
な
る
か
な
」
と
い
っ
た
と
見

え
る
。
姜
太
公
と
は
す
な
は
ち
太
公
望
呂
仰
の
こ
と
で
あ
る

が
、
「
姜
太
公
」
と
い
ふ
俗
な
呼
び
方
は
、
仁
宗
の
智
識
が
、

雑
判
仏
講
談
じ
込
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
、
そ
れ

は
と
も
か
く
と
し
て
、
す
。
那
ｏ
昔
脂
に
對
す
る
皿
ハ
味
を
示
す
も

の
に
は
相
違
な
い
。
ま
た
文
宗
吋
朝
に
「
叫
観
政
要
」
が
蒙
古

課
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
に
牢
章
閣
の
條
下
で
暇
れ
た
通
り
で
あ

る
が
、
こ
の
書
け
治
道
の
書
で
あ
る
と
共
に
、
唐
の
太
宗
を
政

ぐ
る
説
話
集
で
あ
る
こ
と
が
、
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

か
ぐ
説
話
と
し
て
の
支
那
の
古
典
に
對
す
る
興
味
、
そ
れ
は

む
ろ
ん
、
富
初
の
う
ち
は
、
ロ
譚
乃
至
は
筆
譚
１
　
貳
‥
満
足
さ
れ

る
。
１
　
か
・
し
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
漢
籍
の
翻
洋
語
と
し

て
の
蒙
古
語
の
能
力
で
あ
る
。
私
は
蒙
古
語
に
は
全
く
無
智
で

あ
る
の
で
、
も
と
よ
り
臆
測
に
止
ま
ら
ね
ぼ
な
ら
ぬ
け
れ
ど

も
、
満
洲
嶮
の
方
は
、
三
田
村
泰
助
學
士
を
煩
は
し
て
、
満
詳

の
西
廂
記
を
テ
タ
ス
ト
に
、
敷
回
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
こ
と

が
あ
り
、
し
か
も
三
田
村
氏
の
異
常
な
好
意
に
も
背
い
て
、
僅

か
二
三
回
で
挫
折
し
、
今
に
至
る
ま
で
誠
に
相
演
ま
ぬ
思
ぴ
を

抱
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
私
の
満
洲
語
が
挫
折
し
た
の

は
、
も
と
よ
り
私
の
顛
惰
を
主
因
と
す
る
け
れ
ど
も
、
又
一
つ

に
は
、
混
文
の
西
廂
記
な
る
も
の
は
、
何
と
も
形
の
っ
か
ぬ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ゞ
形
式
的
に
漢
字
を
逐

字
洋
し
た
だ
け
の
も
の
で
、
漢
文
原
文
の
読
解
に
資
す
る
な
き

は
勿
論
、
た
ゞ
混
文
だ
け
を
讃
む
蔽
者
に
は
、
何
の
こ
と
と
も

理
解
で
き
ず
、
従
っ
て
何
の
興
味
を
も
引
き
起
し
・
さ
う
に
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
元
の
蒙
古
洋
が
、
借
の
満
洲
譚
と
全
然
同
じ

で
あ
っ
た
と
は
、
い
は
ね
。
ま
た
清
の
満
洲
譚
も
、
全
部
が
全

部
、
西
廂
記
の
や
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
と
は
、
常
時
三

同
村
氏
か
ら
繰
り
返
し
て
輿
へ
ら
れ
た
住
意
で
あ
っ
た
。
し
か
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し
、
北
族
の
言
語
が
、
た
と
ひ
満
々
西
廂
記
の
場
合
ほ
ど
極
端

で
は
な
く
と
も
、
そ
れ
と
似
た
訣
陥
を
ま
呈
す
る
の
は
、
見
れ

難
い
運
命
と
思
は
れ
る
。
想
像
の
上
に
想
像
を
重
ね
る
こ
と
に

た
る
け
れ
ど
も
、
も
し
果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
蒙
古
人
中
の

や
や
聴
明
な
も
の
が
、
ま
ど
ろ
り
こ
し
い
翻
譚
を
捨
て
て
、
直

接
漢
字
０
原
文
に
親
し
ま
う
と
す
る
の
は
、
あ
り
得
べ
き
過
程

で
あ
る
。

　

或
ぴ
は
ま
た
、
ウ
イ
グ
ル
字
と
い
ふ
音
標
文
字
を
使
用
し
来

っ
た
蒙
古
人
に
と
っ
七
、
漢
字
の
や
う
な
意
標
文
字
を
習
ふ
こ

と
は
、
甚
だ
困
難
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
議
論
も
あ
る
か
も

知
れ
ぬ
。
い
か
に
も
そ
れ
毛
あ
る
程
皮
の
事
胃
で
あ
っ
た
ら

う
吻
し
か
し
、
こ
こ
で
も
想
起
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
蒙
古
は
元

来
、
文
字
の
な
い
民
族
で

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
ウ
イ
グ
ル
字
は
。
西
域
か
ら

の
借
り
物
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
後
に
は
ま
た
帝
師
バ
ス
バ

が
、
蒙
古
の
國
字
を
制
定
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
冊
推
行

に
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
か
く
、

文
字
生
活
に
於
て
白
紙
め
も
の
に
取
っ
て
は
、
音
標
文
字
必
少

し
も
易
が
ら
す
、
意
標
文
字
必
す
し
も
難
か
ら
ぬ
。
そ
れ
に
つ

い
て
、
私
は
一
つ
の
経
験
を
も
っ
て
ゐ
る
。
私
の
長
男
は
小
學

校
に
上
る
前
、
漢
字
ば
か
り
憶
え
て
、
一
向
に
淑
名
を
憶
え
な

か
っ
た
。
次
男
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に
懲
り
て
、
今
度
は
備
制

的
に
仮
名
を
教
へ
る
こ
と
に
し
、
ま
づ
ヤ
マ
と
激
へ
、
フ
ネ
と

敦
へ
た
。
ぢ
や
ヤ
ネ
と
書
い
て
ご
ら
ん
、
書
け
る
だ
ろ
、
ほ
れ

ヤ
ネ
だ
よ
と
い
ふ
と
、
子
供
は
憤
然
と
し
て
抗
議
し
た
。
そ
れ

は
ヤ
マ
の
ヤ
ぢ
や
な
い
の
と
。
ヤ
マ
必
ず
し
も
易
が
ら
す
、
山

必
す
し
も
難
が
ら
ぬ
。
白
紙
は
や
は
り
ど
ん
な
色
に
で
も
染
む
ゝ

の
で
あ
る
。
音
標
文
字
に
慣
れ
切
っ
た
西
洋
人
の
見
解
に
惑
は

さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
仮
名
の
恩
恵
に
な
れ
た
わ
れ
く
の
見
解

の
み
を
以
て
律
し
て
は
な
ら
ぬ
。

　

私
は
以
上
の
や
う
に
考
へ
る
結
果
、
元
末
の
天
子
た
ち
が
、

漢
字
を
讃
み
得
、
ま
た
書
き
得
た
口
玖
別
に
不
１
　
　
議
と
す
る

に
常
ら
ぬ
と
思
ふ
。
た
だ
し
か
し
、
な
ぜ
然
ら
ば
ご
几
の
末
年

に
於
て
も
、
依
然
と
し
て
漢
書
の
蒙
古
課
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の

か
。
文
宗
の
朝
に
貞
観
政
要
の
詳
さ
れ
た
こ
と
は
前
に
述
べ

た
。
順
帝
親
政
の
始
め
に
も
、
抜
賓
が
詔
を
承
け
て
唐
の
楊
相

如
の
君
臣
政
要
眸
を
課
し
た
こ
と
が
、
黄
漕
の
撰
し
た
そ
の
御

道
碑
に
見
え
る
。
（
黄
學
士
文
集
二
十
五
）
こ
れ
ら
は
趙
翼
の

考
へ
に
従
へ
ば
、
す
な
は
ち
以
て
、
天
子
が
漢
文
に
通
じ
な
か

っ
た
澄
左
と
な
す
べ
き
も
９
で
あ
る
口
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し
か
し
な
が
ら
、
趙
翼
の
考
へ
は
、
再
考
を
要
す
る
。
勅
を

奉
じ
て
翻
課
が
行
は
れ
る
の
は
、
天
子
が
漢
文
を
蔽
め
ぬ
と
い

ふ
こ
と
を
、
必
ず
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
必
す
し
も

さ
う
で
は
な
い
。
近
い
例
を
店
朝
に
取
れ
ぱ
、
つ
い
光
緒
］
末

年
ま
で
、
臣
僚
の
奏
疏
は
満
漢
用
文
で
あ
っ
た
。
し
か
七
府
朝

の
天
子
た
ち
が
、
漢
文
が
読
め
な
か
っ
た
わ
け
で
は
、
毛
頭
な

い
。
清
の
末
年
の
天
７
　
た
ち
は
、
む
し
ろ
浦
よ
り
方
が
蔽
め
な

か
っ
た
の
で
あ
る
・
に
も
拘
ら
ず
ヽ
依
然
と
じ
て
満
々
り
・
詳
文

が
添
加
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
何
故
か
。
胆
法
で
あ
る
仏
ら
に
過
ぎ

ぬ
。
由
来
、
告
朔
の
鎬
羊
が
・
う
ろ
つ
く
の
は
、
支
那
Ｏ
制
度
の

常
で
あ
る
。
清
朝
０
末
年
と
全
く
同
じ
事
態
が
、
元
の
末
年
に

も
赳
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
の
で
は
、
も
と
よ
り
な
い
。
し
か
し
顛

羊
は
ノ
几
の
宮
廷
に
も
、
う
ろ
っ
い
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。

要
す
る
に
蛸
翼
０
や
う
に
、
翻
詳
が
行
は
れ
て
ゐ
た
故
に
、
元

の
天
子
の
す
べ
て
が
、
翻
詳
に
た
よ
ら
ね
ぼ
漢
人
の
言
語
を
理

解
し
得
な
か
っ
た
と
す
る
の
は
、
即
断
で
あ
る
と
考
へ
る
。

　

更
に
は
ま
た
、
か
う
し
た
こ
と
を
も
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
由

来
、
支
那
人
に
は
前
朝
の
こ
と
を
悪
く
い
ふ
癖
が
あ
り
、
清
人

は
明
の
こ
と
を
過
度
に
あ
し
ざ
ま
に
い
ひ
、
明
人
拉
元
の
こ
と

を
過
度
に
あ
し
ざ
ま
に
い
ふ
と
は
、
學
生
の
こ
ろ
狩
野
君
山
先

生
ら
講
皆
　
０
水
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
況
ん
や
華
夷
り
見
が
加
は

る
時
に
、
だ
け
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
元
言
天
子
の
何
學
が
誦

調
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
逡
Ｏ
間
係
が
手
錨
っ
て
ゐ
る
０
で
は
Ｉ
な

い
か
。
膜
短
の
気
、
中
州
を
掩
ぴ
、
飛
ん
で
も
な
い
野
賊
０
時

代
で
あ
っ
た
と
す
る
０
が
、
一
般
の
明
人
り
元
に
對
す
ろ
詔
識

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
果
し
て
心
う
い
ひ
切
れ
る
瓜
こ
か
Ｉ
り
で
あ

っ
た
か
。
こ
れ
も
、
今
を
以
て
古
を
推
せ
ぼ
、
康
煕
も
乾
隆
も

漢
文
は
渋
め
良
か
っ
た
と
い
ふ
説
が
、
清
末
り
躍
人
に
よ
っ
て

盛
ん
に
唱
へ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
か
に
虚
妄
で

あ
る
。
元
の
天
子
の
漢
文
の
能
力
も
、
多
少
は
さ
う
し
た
色
眼

鏡
で
眺
め
ら
れ
て
来
だ
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
、
あ
の
お
粗
末

き
は
ま
る
元
史
を
簒
修
し
て
お
茶
を
濁
し
た
明
の
決
武
心
朝
廷

の
疾
気
と
、
遼
金
元
三
史
を
完
成
し
た
元
の
順
帝
の
帽
心
万
岳

気
と
は
、
に
い
づ
れ
が
文
化
的
で
あ
ら
う
か
。
清
の
世
元
の
「
大
。

義
光
迷
録
」
に
は
い
ふ
、
「
川
ち
中
國
の
囲
代
以
来
バ
川
へ
ぼ
、

有
元
は
嘔
字
を
混
一
し
、
國
を
有
っ
こ
と
百
年
、
幅
０
極
め
て

廣
し
、
其
の
政
治
規
撹
は
、
頗
る
美
徳
多
き
に
、
坦
世
の
卵
述

す
る
者
は
寥
々
た
り
、
共
の
時
の
名
臣
學
士
の
、
蔚
０
　
頌
揚
し

て
、
常
時
の
休
美
を
紀
す
者
は
、
載
せ
て
史
冊
に
Λ
り
て
、
亦

だ
燦
然
と
し
て
具
備
せ
る
に
、
而
か
も
後
人
蝶
則
ち
故
ら
に
聡
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詞
を
鴬
し
、
ｒ
し
な
み
に
謂
ふ
な
ら
く
、
人
物
の
紀
す
可
く
無

　

く
、
事
功
の
録
す
る
に
足
る
も
の
無
し
と
。
此
れ
特
だ
私
心
を

　

懐
挾
し
識
見
牟
話
な
る
人
の
、
美
を
外
来
の
君
に
露
す
る
を
欲

　

せ
す
し
て
、
之
を
既
抑
し
滝
浚
せ
む
と
欲
す
る
な
る
耳
」
。
世

　

宗
の
こ
の
上
論
は
’
も
と
よ
り
別
の
意
味
で
、
貨
に
す
る
議
論

　

で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
中
に
、
案
外
に
多
く
の
賀
を
存

　

す
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　

更
に
ま
た
、
以
上
の
・
や
う
に
考
へ
て
来
れ
ば
、
武
宗
仁
宗
以

　

前
の
諸
帝
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
箆
地
が
な
い
で
は
な
い
と
思

　

は
れ
る
。
た
と
へ
ば
世
１
　
で
あ
る
。
世
祖
が
漢
文
を
讃
み
得
な

　

か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は
疑
ふ
べ
べ
も
た
い
事
賓
で
あ
っ
て
、
そ

　

の
資
１
　
は
甚
だ
乏
し
か
ら
ぬ
。
か
り
に
そ
の
一
つ
を
皐
げ
る
な

Ｉ
ら
ば
、
黄
漕
の
「
江
浙
行
中
１
　
省
平
章
政
事
附
太
侍
安
慶
武
襄

　

王
榊
道
碑
」
す
な
は
ち
也
速
燈
兄
、
初
名
は
帖
木
兄
の
４
　
道
碑

　

に
ｔ
Ｗ
至
元
十
六
年
の
こ
と
と
し
て
、
「
省
檄
を
奉
じ
嶮
事
を

　

馳
報
す
、
王
お
も
へ
ら
く
、
機
事
は
密
に
せ
ざ
る
可
が
ら
す

　

と
、
便
殿
に
入
對
し
、
奏
戻
を
懐
よ
り
出
す
、
上
大
い
ぽ
之
を

　

奇
を
し
、
近
臣
の
ヶ
、
墨
を
知
る
者
を
召
し
て
進
讃
せ
し
め
ん
と

　

せ
し
が
、
左
右
に
適
ま
兵
の
人
無
し
、
王
拝
し
て
言
へ
ら
く
、

　

臣
も
亦
骸
、
文
墨
を
知
る
と
、
即
ち
其
の
文
を
誦
し
て
、
憚
す

る
に
挿
語
を
以
て
す
、
脅
吐
町
暢
に
し
て
、
財
旨
精
切
な
り
、

上
悦
び
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
ひ
。
・
時
の
丞
相
安
童
か
ら
、
「
帖
木

見
は
蒙
古
の
人
な
る
に
、
漢
人
の
語
言
々
字
に
於
て
通
せ
ざ
る

所
な
し
」
と
推
奨
込
れ
た
也
速
鰐
兄
が
、
世
１
　
の
知
遇
を
得
陽

　

の
は
、
こ
の
事
件
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。
（
黄
學
士

　

文
集
二
十
五
）
こ
れ
は
ま
さ
し
く
他
の
幾
つ
か
の
記
事
と
共

　

に
、
世
１
　
自
身
は
、
漢
人
の
文
墨
に
通
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
、

　

澄
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

さ
う
し
て
、
か
く
漢
字
を
讃
み
得
ぬ
世
祖
の
文
字
の
生
活

　

は
、
専
ら
ウ
イ
グ
ル
字
に
よ
っ
た
。
元
史
の
鍼
胃
の
傅
に
、
そ

、
の
寵
遇
の
き
っ
か
け
を
叙
し
て
、
「
世
１
　
の
位
に
即
く
や
、
香

　

山
の
永
安
寺
に
幸
し
て
、
畏
吾
平
を
壁
に
１
　
せ
る
を
汽
誰
の

　

書
す
る
所
な
り
や
と
問
ぴ
た
ま
ひ
し
に
、
偕
對
へ
て
曰
ぱ
く
、

　

國
師
の
兄
の
子
な
る
鍼
脊
の
書
な
り
」
と
い
ふ
の
は
、
世
祖
が

　

ウ
イ
グ
ル
字
を
讃
ん
だ
に
っ
い
て
の
文
献
で
あ
り
、
姚
燧
の

　

「
湖
廣
行
省
左
丞
相
紳
道
碑
」
つ
ま
り
平
宋
の
功
臣
ヽ
げ
ｔ
糾

　

崖
の
９
　
道
碑
に
、
世
１
　
が
そ
の
江
陵
を
下
し
た
功
を
賞
し
て
、

　

「
御
筆
も
て
北
庭
の
書
を
鴛
し
た
ま
ふ
。
昔
魯
魯
介
西
地
に
生

る
る
所
の
阿
力
海
涯
に
は
、
大
将
と
鴛
り
て
功
あ
り
、
信
竃
に

聴
明
に
し
て
安
詳
な
り
、
笑
れ
卿
忙
加
へ
て
阿
虎
耳
常
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近
越
各
赤
給
日
間
乎
章
と
焉
さ
む
」
と
書
し
い
た
色
い
ひ
、
か
く

御
筆
の
皓
命
を
得
た
の
は
、
古
の
丹
書
鍼
券
に
も
ま
八
・
る
柴
咎

で
あ
る
と
た
た
へ
て
ゐ
る
の
は
、
世
組
が
ウ
イ
グ
ル
字
を
書
い

た
に
つ
い
て
の
文
献
で
あ
る
。
（
國
朝
文
類
五
十
九
）

　

し
か
し
な
が
ら
、
で
は
世
組
は
、
漢
語
の
生
活
に
對
し
て
全

く
冷
｀
沢
で
あ
つ
た
か
、
少
く
と
も
耳
で
き
い
て
も
解
し
得
か
ほ

ど
漢
語
に
無
智
で
あ
つ
た
か
と
い
へ
ば
、
さ
う
は
見
が
た
い
資

料
が
あ
る
。
た
と
へ
ば
「
元
史
」
の
張
思
明
の
傅
に
は
い
ふ
。

　

「
左
丞
相
阿
１
　
馬
既
に
死
す
、
世
岨
其
の
奸
欺
を
追
咎
し
、
倚

書
に
命
じ
遺
草
を
簿
問
せ
し
む
ら
一
日
ヽ
右
丞
の
何
条
祀
と
左

丞
の
馬
紹
に
命
じ
、
震
く
其
の
喊
を
輪
し
て
入
ら
し
む
。
田
心
明

に
は
撹
を
抱
い
て
従
ひ
し
が
、
日
已
に
昏
な
り
。
命
じ
て
之
を

頴
ま
し
む
。
昏
よ
り
曙
に
辿
す
。
帝
認
い
て
疲
れ
を
忘
れ
、
曰

は
く
、
読
人
の
吐
音
、
大
い
に
侍
儀
舎
人
に
似
た
り
と
。
右
丞

對
へ
て
曰
は
く
、
正
に
舎
人
よ
り
選
ぼ
れ
て
掻
と
寫
る
な
り

と
。
帝
之
を
奇
と
し
て
曰
は
く
、
斯
の
人
用
ふ
可
し
と
」
。
世

１
　
は
軍
に
音
吐
の
朗
々
さ
ば
か
り
に
き
き
ほ
れ
て
、
思
明
を
賞

識
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
い
ふ
風
に
こ
の
記
事
を
解
す
る

の
は
困
難
な
や
う
に
思
は
れ
る
。

　

ま
た
程
釦
夫
の
傅
に
は
い
ふ
。
「
父
の
飛
卿
、
宋
に
仕
へ
て

建
昌
に
通
判
た
り
。
世
祖
の
時
、
城
を
以
て
降
る
。
鋲
夫
入
り

て
質
子
と
恰
ヅ
リ
、
宣
武
９
　
軍
管
軍
千
戸
を
授
け
ら
る
。
他
日
召

見
し
て
、
貿
似
道
は
如
何
な
Ｚ
人
ぞ
と
問
ぴ
た
ま
ぴ
し
に
、
組

夫
力
條
對
甚
だ
悉
な
り
。
帝
説
び
た
ま
ぴ
、
辱
一
・
札
七
給
し
て
之

を
書
せ
し
む
。
乃
ち
二
十
ぬ
幅
を
書
し
て
以
て
僕
む
。
帝
大
い

に
之
を
奇
と
す
Ｉ
。
こ
れ
が
趙
孟
顛
と
相
並
ん
で
世
帆
軸
切
っ

て
の
交
臣
で
あ
っ
た
程
雪
彊
の
、
立
身
の
は
じ
め
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
矩
夫
の
書
し
た
二
十
瞳
幅
の
内
容
は
も
と
よ
り
世

１
　
の
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
始
め
の
口
答
の
理
解
さ
へ
、

恐
ら
く
は
通
謀
の
介
添
へ
を
要
し
た
こ
と
と
思
ば
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
こ
に
重
要
な
問
題
は
、
恢
夫
が
立
ち
ど
こ
ろ
に

二
十
能
幅
を
進
め
た
に
對
し
、
「
大
い
に
之
を
奇
と
し
」
た
こ

と
で
あ
る
。
私
は
英
邁
世
１
　
の
如
き
に
あ
っ
て
は
、
た
と
ひ

一
々
の
漢
字
に
つ
い
て
の
智
識
に
は
乏
し
く
と
も
、
漢
字
の
生

活
が
、
支
那
人
の
聞
に
か
も
し
出
す
雰
団
気
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
ち
ゃ
ん
と
洞
察
し
て
ゐ
た
と
考
へ
る
。
つ
ま
り
二
十
除
幅

の
文
字
の
内
容
は
解
せ
す
と
も
、
二
‐
節
幅
の
生
む
べ
き
気
圏

気
は
解
し
た
と
思
ふ
。
ま
た
も
し
さ
う
ウ
た
洞
察
力
が
な
け
れ

ば
、
潜
邸
の
始
め
か
ら
、
王
鴉
以
下
の
１
　
罵
を
招
致
す
る
筈
も

な
く
、
ま
た
そ
れ
ら
招
致
さ
れ
た
儒
臣
た
ち
が
。
紅
れ
ほ
ど
の
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信
頼
を
世
銀
に
さ
さ
げ
’
る
筈
も
な
い
。
こ
れ
も
、
鄭
所
南
９

．
「
心
史
」
の
如
き
言
説
、
つ
ま
り
蒙
古
人
を
以
て
漢
人
の
不
倶

　

戴
天
の
仇
と
す
る
言
説
、
さ
う
し
た
言
説
ば
か
り
を
渋
み
慣
れ

　

た
人
に
ぱ
、
振
か
に
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、

　

世
銀
朝
の
文
臣
た
ち
の
、
世
阻
に
對
す
る
信
頼
と
忠
誠
は
、
こ
れ

　

も
い
っ
か
説
述
の
機
會
を
も
ち
た
く
思
ふ
が
、
甚
だ
京
固
な
も

　

の
‘
が
あ
り
、
殆
ん
ど
。
「
心
史
」
と
は
對
耽
的
な
感
情
で
あ
・
る
。
‐
さ

う
し
た
忠
誠
と
信
頼
は
何
に
基
く
か
。
最
も
大
き
く
は
世
祀
の

　

人
物
の
偉
一
へ
さ
に
匪
鴫
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
更
に

　

直
接
に
は
支
那
的
な
生
活
に
對
す
る
理
解
の
深
さ
に
基
く
と
考

　

へ
ら
れ
る
。
支
那
的
な
生
活
に
對
す
る
理
解
と
は
、
要
す
る
に

。
漢
字
の
生
活
の
支
那
祀
會
に
織
り
な
す
重
さ
を
認
識
し
洞
察
す

　

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
も
く
こ
の
能
力
な
く
し
て
は
、
易

　

の
乾
の
卦
に
取
っ
て
閥
婉
を
元
と
い
ぴ
、
年
賀
を
立
て
て
中
統

　

と
い
ぴ
、
至
元
と
い
ふ
筈
も
な
い
。
易
の
経
文
の
一
々
の
義
は
。

　

も
と
よ
り
そ
の
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
゛
し
か
し
そ
の

　

附
有
す
る
獄
剛
気
に
は
、
不
感
で
な
か
っ
た
と
信
ず
る
。
或
ぴ

　

は
世
祖
は
、
噺
片
的
に
は
漢
字
を
知
っ
て
ゐ
た
か
と
考
へ
ら
れ

　

る
資
料
さ
へ
あ
る
。
「
元
史
」
０
　
趙
阿
脊
済
の
傅
に
、
「
是
よ

　

り
先
き
、
勅
臣
の
子
孫
の
１
　
父
の
鴛
に
謐
を
請
ふ
哉
１
　
縦
に

之
を
斬
む
、
是
に
至
医
て
大
臣
に
勅
し
、
美
謐
を
以
て
之
に
謙

り
、
桓
勇
と
謐
す
」
と
い
ふ
の
は
、
そ
れ
で
あ
る
。

　

私
が
む
す
び
の
一
万
葉
と
し
て
述
べ
た
い
こ
と
は
、
以
上
を
以

て
終
る
。
た
だ
最
汝
に
私
は
、
‘
繰
り
返
し
て
断
っ
て
お
か
れ
ぽ

な
ら
ぬ
。
最
初
に
も
注
べ
た
や
う
に
、
元
の
諸
帝
の
漢
文
の
能

力
ぽ
、
た
と
ひ
そ
の
末
期
の
天
子
と
い
へ
ど
も
、
。
他
の
北
族
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　

χ

　
　

Ｆ

　
　
　
　
　
　

Ｉ

　

９
ノ

　
　
　
　

ー

子
に
於
け
る
ほ
ど
深
厚
で
お
っ
た
と
い
ふ
の
で
は
、
断
じ
て
な

い
。
末
期
の
天
子
と
雖
も
、
自
ら
詩
文
を
製
し
た
と
い
ふ
明
澄

を
得
が
た
い
の
は
、
何
よ
力
も
そ
の
良
左
で
あ
る
。
ま
た
金
、

清
な
ど
、
他
の
北
族
の
朝
廷
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
洩
化
を
抑

制
し
て
國
柿
を
保
有
せ
ん
と
す
ろ
運
動
が
、
意
識
的
に
行
は
れ

た
痕
跡
に
乏
し
い
の
も
、
三
方
漢
化
の
浅
さ
を
示
す
も
の
に
ほ

か
な
ら
ぬ
。
支
那
人
の
「
文
力
」
の
前
に
、
絡
に
頭
を
低
か
な

か
っ
た
最
も
削
強
攻
民
族
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
蒙
古
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

　

た
。
だ
こ
の
剛
強
な
民
爪
の
朝
廷
に
も
、
消
化
の
彫
が
う
っ
ろ

っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
従
来
の
諸
家
か
ら
は
あ
ま
り
注
意

さ
れ
な
か
っ
た
面
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
欄
り
元
史
だ
け
の

問
題
で
な
く
、
支
那
史
全
般
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
の
示
唆

を
含
み
得
る
問
題
と
考
へ
た
鴛
に
、
敢
て
そ
れ
を
指
摘
し
た
の
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で
あ
る
。

　

今
一
つ
の
附
言
を
す
る
。
私
の
こ
の
論
文
は
、
支
那
人
の
生

活
が
蒙
古
人
の
生
活
に
典
へ
た
影
響
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
私
の
元
史
に
對
す
る
関
心
り
中
心
は
、
賓
は
そ
こ
に

は
な
い
。
逆
に
、
蒙
古
人
の
生
活
が
、
支
那
人
の
生
活
に
具
へ

だ
影
響
に
こ
そ
、
関
心
の
中
心
は
あ
る
。
今
少
し
く
詳
し
く
い

へ
ば
、
蒙
占
人
が
眼
強
に
自
ら
の
生
活
様
式
を
、
支
那
人
の
前

に
炭
示
し
、
咸
ぴ
は
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
那
人
の
生

活
は
意
識
的
無
意
識
的
に
價
貌
を
途
げ
た
部
分
が
あ
り
、
且
つ

そ
の
旋
貌
は
、
或
ひ
は
朋
以
後
の
支
那
人
の
生
活
の
原
動
力
と

な
っ
た
と
い
ふ
の
が
、
私
の
元
史
に
對
す
る
認
識
で
あ
り
Ｉ

心
の
中
心
で
あ
る
。
さ
き
に
登
表
し
た
拙
稿
「
元
雑
劇
の
作
者
」

に
於
て
、
支
。
那
人
の
演
劇
活
動
が
元
時
代
に
至
っ
て
始
め
て
結

晶
１
た
理
由
を
、
蒙
古
の
統
治
の
か
も
す
新
し
い
気
国
気
に
求

め
て
ゐ
る
の
社
、
さ
う
し
た
認
識
と
関
心
に
基
く
も
の
で
あ
り
、

同
じ
く
「
元
難
訓
の
文
章
」
に
於
て
、
蒙
古
文
直
謬
脛
の
官
文
書

の
づ
。
行
が
、
白
話
文
學
成
熟
の
一
因
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
ゐ
る

の
も
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
か
っ
て
豺
田
先
生
が
、
「
元
朝
の

漢
々
明
に
對
す
る
態
度
」
で
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
ウ
イ
グ
ル
字

に
よ
る
漢
字
音
９
表
出
は
、
胃
に
只
今
の
注
音
符
凱
の
先
河
を

た
す
も
の
と
考
へ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
逆
に
こ
の
論
文
で
は
、
漢
人
の
生
活
が
蒙
古
人

の
生
活
に
輿
へ
た
影
響
を
考
へ
だ
の
は
、
支
那
人
の
生
活
に
愛

貌
を
具
へ
得
た
蒙
古
人
分
剛
強
さ
、
そ
の
岫
彊
さ
に
も
、
一
つ

の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
、
ま
づ
吟
味
し
た
が
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
不
必
要
な
よ
り
道
で
は
な
い
迄
も
、
私
の
最
も

主
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
私
は
私
の
最
も
主
題
と
す
る

と
こ
ろ
、
つ
ま
り
蒙
百
治
下
に
於
け
る
支
那
人
の
生
活
の
旋
貌

に
つ
い
て
、
演
劇
の
問
題
以
ハ
に
、
‐
な
ほ
二
三
の
問
題
を
考
へ

て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
他
日
も
し
桑
暇
を
得
た
な
ら
ば
、
更
め
て

諸
賢
の
敦
へ
を
仰
ぎ
た
く
思
っ
て
ゐ
る
。
た
だ
恐
れ
る
と
こ
ろ

は
、
除
事
に
奪
は
札
賄
ち
な
私
に
、
充
分
そ
の
暇
が
呉
へ
ら
れ

る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
、
も
し
私
と
闘
心
を
㈲
に
く
す
る
士
か
お

り
、
適
富
な
援
助
協
力
が
尨
ハ
ヘ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
何
よ
り

も
幸
甚
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
或
ひ
は
私
の
集
め
た
限
り

の
資
料
を
、
そ
の
ま
ま
提
供
し
て
も
、
差
支
へ
な
い
と
考
へ
て

ゐ
る
。
Ｊ

　
　
　
　

（
昭
和
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
初
柚
、
。
二
十
年
三
月
原
稿

　
　
　
　
　

焼
失
の
た
め
、
再
稿
、
四
月
九
日
東
方
文
化
研
究
所
の
宿

　
　
　
　
　

直
室
に
て
稿
了
）
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