
eゃ
・
ゆ
£
荷
、
第

第
十
七
巻
第
二
競
昭
和
三
十
三
年
九
月
護
行

万
朝
一
初
期
の
脅
・
更
に
つ

い
て

勝

藤

ま

え

カ玉

き

猛
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金
朝
の
黄
金
時
代
と
善
白
か
れ
た
世
宗
の
治
世
が
遇
ぎ
る
と
、
内
政
は
範
れ
、
外
か
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
族
が
チ
ン
ギ
ス
・
ヵ

l
y
の
下
に
統
一
勢

力
を
形
成
し
て
、
金
の
領
土
に
侵
入
し
て
き
た

0
0

次
い
で
太
宗
オ
ゴ
タ
イ
・
カ
l
ン
が
立
つ
と
、
金
の
首
都
開
封
を
陥
れ
た
。
か
く
て
一
二
三

四
年
、
金
朝
は
亡
ん
だ
。
太
宗
は
耶
律
楚
材
ら
を
用
い
て
新
領
土
の
経
管
を
始
め
た
。
そ
の
後
、
定
宗
・
憲
宗
を
経
て
世
租
の
時
代
に
な
る
と
、

一
二
七
九
年
、
南
宋
を
亡
ぼ
し
、
中
圏
全
領
土
を
統
一
し
た
。
そ
れ
以
来
、
成
宗
・
武
宗
・
仁
宗
が
相
継
い
で
租
業
を
守
り
停
え
た
。
本
論
文

で
は
、
太
宗
か
ら
仁
宗
ま
で
の
時
期
に
必
け
る
蒙
古
人
支
配
者
と
漢
人
被
支
配
者
の
聞
の
い
く
つ
か
の
間
題
を
見
つ
け
て
、
乏
し
い
知
識
を
も

っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
ナ
る
も
の
で
あ
る
。

科

奪

再

開

ま

で

123 

金
の
滅
ん
だ
時
か
ら
、
仁
宗
の
延
一
柘
年
聞
に
至
る
八
十
年
間
、
蒙
古
治
下
で
は
科
事
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
土
大
夫
階
級
に
と
っ
て
、
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詩
文
の
才
に
よ
っ
て
官
吏
に
な
る
と
い
う
中
固
に
俸
統
的
な
門
戸
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
人
達
は
科
翠
以
外

の
道
で
身
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

貢
翠
の
法
の
駿
せ
ら
る
る
や
、
土

K
入
仕
の
階
無
し
。
或
は
万
筆
を
習
い
て
以
て
吏
背
と
震
り
、
或
は
僕
役
を
執
り
て
以
て
官
僚
に
事
え
、

或
は
技
巧
・
販
習
を
作
し
て
以
て
工
匠
・
商
買
、と
震
る
。

と

『
元
史
』
選
翠
志
に
い
う
通
り
で
あ
る
。

「
吏
膏
」
と
な
っ
た
者
は
枚
穆
に
い
と
ま
な
い
だ
ろ
う
。

「官
僚
」
に
事
え
た
者
と
し
て
は
、
東
卒
の
巌
氏
の
下
に
赴
い
た
王
盤

・
劉
粛

・
徐
世

隆

・
孟
融
・
閤
復
ら
が
あ
り
、

ま
た
員
定
の
史
天
津
の
下
に
は
張
徳
輝

・
楊
果
ら
が
居
た
。
ま
た
「
商
買
」
と
な
っ
た
者
と
し
て
は
、
胡
砥
遜

『
紫
山
大
全
集
』
巻
口

η
承
直
郎
江
西
等
慮
権
茶
都
輔
運
司
副
使
李
公
紳
道
碑
れ
H
K

ぉ

時
に
明
経

・
射
策
な
と
、
貢
開
場
進
身
の
法
み
な
腰
せ
ら
る
。
ま
た
農
工
を
治
生
む
能
わ
や

J

。
市
井
の
中
に
昆
る
。
還
に
商
買
も
て
業
と
信
用

せ
り
。
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と
あ
る
の
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る。

科
事
と
い
う
制
度
は
、
漢
人
に
と
っ
て
は
、
存
在
す
る
の
が
蛍
然
の
も
の
で
あ
る
。
金
末
の
戦
範
に
よ
っ
て
そ
れ
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
元
朝
の
中
閣
支
配
が
確
立
す
る
と
、
ζ

の
制
度
の
復
活
を
望
む
の
は
、
漢
人
と
し
て
常
然
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

こ
れ
に
劃
し
て
、
蒙
古
人
支
配
者
は
い
か
な
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
か
。
吉
川
幸
次
郎
氏
が
『
元
雑
劇
研
究
』
の
中
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
、

『
元
史
』
葺
文
忠
俸
の
挿
話
に
よ
司

て
考
え
て
み
た
い
。

至
元
八
年
、
侍
講
皐
士
の
徒
愚
公
履
(
女
奥
人
)
が
、

奏
し
て
貢
翠
を
貫
施
ナ
る
こ
と
を
願
っ
た
。
彼
は、

(
数
皐
例
数
)
を
重
ん
じ
、
稗
(
締
宗
)
を
軽
ん
じ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
「
儒
教
で
も
同
様
で
じ
て
、
科
事
は
言
う
な
れ
ば
教
で
あ
り
、

道
皐
(
周
敦
顕

・
ニ
程
の
形
而
上
拳
)
が
謝
料
に
や
園
切
ま
す
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
世
租
は
怒
り
、
挑
植
と
許
衡
(
共
に

・
程
・
朱
の
流
れ
を
汲

世
租
が、

併
教
に
於

τ、
数



h
u

道
闘
争
者
)
を
呼
ん
で
、
宰
匡
と
議
論
さ
せ
た
。

そ
こ
へ
董
文
忠
が
入
っ
て
き
た
の
で
、

さ
っ
そ
く
彼
を
フ
か
ま
え
て
言
っ
た
。
「
必
前
は
毎

日
図
書
(
朱
子
が
重
ん
じ
た
)
を
讃
ん
で
い
る
。
必
前
も
道
皐
者
だ
な
。
」
文
忠
は
劃
え
て
言
っ
た
。
「
陛
下
は
い
つ
も
言
っ
て
b
ら
れ
ま
ナ
。

っ
く

・

あ
ず
か

『
土
が
経
を
治
め
夕
、
孔
孟
の
道
を
講
ぜ
歩
、
も
つ
ば
ら
詩
賦
を
震
る
こ
と
は
、
何
ぞ
修
身
に
閥
り
、
何
ぞ
治
園
に
盆
あ
ら
ん
や
』
と
。
だ
か

ら
圏
中
の
土
は
よ
う
や
く
賓
皐
{
経
皐
)
に
従
事
す
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
が
今
謹
ん
で
い
ま
ナ
も
の
も
、
み
な
孔
孟
の
言

で
ナ
。
ど
う
し
て

η
道
拳
μ"
な
る
も
の
を
知
り
ま
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
俗
儒
と
も
は
亡
園
(
金
)
の
徐
習
を
守

っ
て
、
科
事
の
読
を
行
b
う

と
し
て
い
ま
ナ
。
こ
れ
は
陛
下
の
御
心
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
り
、
人
に
修
身
治
園
を
教
え
る
陛
下
の
御
志
に
そ
む
く
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ

'

ぅ。レ

ζ

う
い
う
次
第
で
、
貢
翠
の
事
は
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。

科
翠
復
興
の
意
見
を
拒
否
し
た
世
租
の
気
持
と
し
て
は
、
今
ま
で
の
科
事
に
ま
つ
わ
っ
て
き
た
腐
敗
し
た
空
理
文
弱
の
風
気
に
我
慢
が
な
ら

彼
が
瀦
邸
に
居
た
時
、
張
徳
輝
に
向
っ
て
、
「
或
る
ひ
と
云
う
『
遼
は
四
停
を
以
て
慶
れ
、
金
は
儒
を
以
て
亡
ぺ
り
』

と
。
こ
れ
あ
り
や
」

と
問
う
た
の
も
、
文
弱
の
風
に
針
ナ
る
彼
の
恐
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
か
っ
た
の
で
あ
る
う
。
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世
租
の
ζ

う
し
た
態
度
を
支
持
ナ
る
者
は
、
科
事
復
活
を
唱
え
る
者
よ
り
は
少
い
が
、
や
は
り
あ
る
に
は
あ
っ
た
。
右
に
登
場
し
た
董
文
忠

と
い
う
、
修
身
が
好
き
で
文
撃
の
嫌
い
な
人
(
惟
知
、
入
則
孝
於
親
、
出
則
忠
於
君
而
己
。
詩
非
所
拳
也
。
)
が
、
・
先
歩
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た

『
元
典
章
』
吏
部
三

η
選
取
教
官
μ

の
僚
に
見
え
る
、
仁
宗
の
皇
慶
元
年
二
月
、
監
察
御
史
の
星
も
、
世
租
と
同
じ
意
見
を
持
っ
た
も

の
と
言
え
る
。

必
や
ノ
郷
奉
皇
、
選
に
由
れ
り
。
漢
初
、
・ま
た
茂
異
・
孝
廉
な
と
の
科
を
設
け
た
る
も
、
亦
、
州
鯨
よ
り
察
事
せ
り
。
董
仲

あ
た

箭
・
貰
誼
の
輩
の
如
き
は
、
始
め
茂
異
の
濯
に
腐
れ
り
。
故
に
そ
の
事
業
は
卓
然
と
し
て
稿
ナ
ベ
し
。
陪
唐
以
降
、
専
ら
科
事
を
備
ぶ
。
材

俊
の
土
の
得
る
こ
と
ま
た
多
し
と
雌
も
、
文
風
は
自
に
弊
れ
、
土
気
は
日
に
衰
う
。
得
失
あ
い
牢
ば
せ
り
。
欽
み
て
惟
う
に
、
聖
朝
は
累
り

に
詔
書
を
降
し
て
、
皐
校
を
勉
蹴
し
、
人
材
を
作
養
せ
ら
る
。
科
事
の
法
い
ま
だ
行
わ
れ
や
ノ
と
難
も
、
儒
人
よ
り
教
官
を
謹
取
し
、
民
職
に

陸
轄
を
し
む

0
1

蓋
し
郷
翠
里
遺
の
遺
意
な
り
。

古
の
土
を
取
る
は
、
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こ
れ
は
、
科
翠
の
停
止
を
是
認
し
た
主
張
で
あ
る
。

ま
た

『
元
史
』
選
翠
志
に
見
え
る
皇
慶
二
年
十
月
の
中
書
省
臣
の
奏
に
も
、

科
壌
の
事
は
、
世
租

・
裕
宗
(
世
租
の
子
良
金
)
が
累
り
に
嘗
て
命
じ
て
行
わ
し
め
ら
れ
た
り。

成
宗
・
武
宗
も
零
い
で
ま
た
旨
あ
り
さ
。

今
以
聞
せ
ざ
る
は
、
或
は
其
の
事
を
温
む
者
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
。

と
あ
っ
て
、
仁
宗
の
時
に
至
っ
マ
も
、
反
科
事
論
者
の
勢
力
は
強
く
、
科
翠
施
行
論
者
に
劃
し
て
脅
威
を
輿
え
て
い
た
ζ

と
が
察
せ
ら
れ
る
。

も
し
も
H

科
翠
は
復
活
さ
る
べ
き
か
れ
"
と
い
う
テ
l

マ
で
討
論
舎
が
開
催
さ
れ
て
い
た
ら
、
復
活
論
者
が
勝
っ
た
で
あ
ろ
う
。
王
俸
あ
た
り

ea・
』

b
h

が
「
科
事
の
法
た
る
、
こ
れ
を
以
て
人
を
取
る
。
宴
に
公
嘗
た
り
。
故
に
歴
代
因
り
仰
る
。
格
制
に
異
同
あ
り
し
も
、
移
に
や
や
も
鹿
ナ
る
こ

と
能
わ
ざ
り
し
は
、

ζ

れ
そ
の
明
験
な
り
」
誠
司
訟
と
、
酒
々
と
融
市
ヂ
れ
は
、
科
事
反
封
論
者
一
は
、
口
ご
も
っ
て
醸
答
に
窮
ナ
る
か
、
更
に

は
暴
力
に
う
っ
た
え
た
か
も
し
れ
な
い
1

(

仁
宗
の
時
に
や
っ
と
復
活
し
た
科
事
を
一
舟
ぴ
贋
止
し
た
元
末
の
宰
相
伯
顔
は
、
大
の
漢
人
嫌
い
で
、

張
王
劉
李
越
の
五
姓
の
漢
人
を
殺
し
て
し
ま
え
、
と
言
っ
た
程
の
横
暴
者
で
あ
っ
た
。
)

一
方
で
は
、
科
事
の
行
わ
れ
な
い
聞
の
官
吏
登
用
法
に
つ
い
て
も
ア
ラ
探
し
を
ナ
る
ζ

と
が
で
き
る
。
育

土
人
は
悪
口
を
言
い
慣
れ

T
い
る
。
許
有
壬
の
『
至
正
集
』
巻
7

w
吏
員
μ"
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

科
翠
の
ア
ラ
探
し
を
す
る
な
ら
、

-4-

吏
、
あ
る
い
は
膏
吏
制
度
に
射
し
て
は
、

科
事
い
ま
だ
行
わ
れ
ざ
り
し
時
、
吏
を
以
T
入
学
-
取
れ
り
。
賓
同
月
干
の
土
(
経
皐
を
治
め
た
者
)
も
ま
た
、
此
れ
由
り
進
む
を
兎
れ
や
ノ。

一
概
に

こ
れ
を
限
れ
ば
、
同
州
聞
な
し
と
せ
や

J

。
且
つ
名
器
の
設
く
る
は
、
人
才
を
陶
諮
問
し
、
鼓
舞
し
て
善
を
矯
さ
し
む
る
所
以
の
者
な
り
。
各
衛
門

の
通
事
・
知
印

・
宣
使

・
奏
差
の
類
は
、
鉱
労
侠
懸
紹
せ
る
に
、
而
も
出
職
は
反
っ
て
高
く
、
ま
た
陸
穂
ナ
る
を
得
。
濁
り
吏
員
k
h広
い
て
は
、

』

と

ふ

さ

こ
れ
を
待
つ
こ
と
既
に
殊
な
り
、
こ
れ
を
、
温
ぐ
と
と
ま
た
甚
し
。

簡
単
に
言
え
ば
「
い
わ
ゆ
る
吏
道
、
雑
に
し
て
多
端
な
る
も
の
」
田
町
松
一
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
つ
い
に
、
仁
宗
は
皇
慶
二
年
(
二
一
一
二
三
十
一
月
、
科
翠
再
開
の
詔
を
下
し
た
。

お
も惟

う
に
、
我
が
租
宗
は
一
脚
武
を
以
て
天
下
を
定
め
た
り
。
世
組
皇
帝
は
、
官
を
設
け
職
を
分
ち
、
儒
雅
を
徴
用
せ
り
。
皐
校
、
を
崇
び
て
育
材

の
地
と
信
用
し
、
科
奉
を
議
し
て
取
土
の
方
と
矯
せ
り
。
規
模
宏
遠
な
る
か
な
。
朕
は
砂
射
を
以
て
不
一
砕
を
獲
承
し
、
志
を
継
ぎ
事
を
述
え
て
、



り
っ
と

租
訓
に
と
れ
式
る
。

と
て
、
世
租
の
志
ち
継
い
で
や
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
だ
が
前
述
の
と
と
く
、
も
と
も
と
世
租
は
科
翠
に
反
封
じ
た
の
で
は
な
か
、

っ
た
か
?
た
し
か
に
彼
は
科
事
の
質
施
に
気
が
進
ま
な
か
っ
た
。
が
し
か
し
、
し
ば
し
ば
の
陳
情
に
劃
し
で
は
、
彼
も
「
考
慮
」
を
約
束
せ

ざ
る
を
得
歩
、
更
に
は
、
漢
人
の
整
然
た
る
論
調
の
前
に
屈
し
て
し
ま
う
こ
と
ナ
ら
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

〔
至
元
二
十
一
年
〕
十
一
月
、
中
書
省
の
臣
、
奏
す
ら
く
、
「
皆
必
も
う
に
、
天
下
に
儒
を
習
う
者
は
少
く
、
万
筆
の
吏
よ
り
し
て
官
を
得
る

ー

者
は
多
し
」
。
帝
日
く
、
「
こ
れ
を
い
か
ん
ぜ
ん
。
」
封
え
て
日
く
、
「
た
だ
貢
翠
も
て
土
を
取
る
を
使
と
篤
ナ
。
凡
そ
蒙
古
の
士
、
・
9
よ
ぴ
儒

吏

・
陰
陽
・
薦
、

み
な
試
事
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
心
を
用
い
て
雪
痛
さ
ん
。
」
帝
、
わ
か
安
主
主
。
時
悲
一

世
組
は
と
・の
時
、
あ
っ
さ
り
と
相
手
の
論
に
乗
ぜ
ら
れ
て
、
科
事
復
活
の
言
質
を
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

羽
田
亨
「
元
朝
の
漢
文
明
に
塑
3

る
態
度
」
拐
担
訪
日
の
中
の
次
の
言
葉
一
は
、
科
翠
に
掛
ナ
る
態
度
に
フ
い
て
も
、
全
く
あ
て
は
ま
る
と

儒
皐
の
教
ふ
る
所
に
劃
し
て
、
嘗
時
格
別
ζ

れ
と
背
馳
す
る
宗
教
的
も
し
ヤ
は
道
徳
的
の
信
僚
を
有
し
急
か
っ
た
と
思
は
る
る
蒙
古
人
、
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思
う
。殊

に
専
制
君
主
た
る
元
朝
の
諸
帝
が
ζ

れ
を
退
け
ね
ば
な
ら
ぬ
謂
は
れ
は
な
く
、

そ
の
所
読
を
聴
け
ば
と
の
天
子
も
こ
れ
を
善
し
と
し
・、
或

は
大
事
柄
義
の
-
謀
讃
を
聴
い
て
、
「
治
天
下
此
一
書
足
尖
L

(

仁
宗
)
と
か
、
或
は
孝
経
の
課
本
を
讃
ん
で
「
自
王
公
達
於
庶
民
。
皆
嘗
由
是
而

行
」
(
武
宗
日
と
か
謂
っ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
然
も
自
か
ら
進
み
て
儒
撃
を
究
め
る
で
も
な
く
、
ま
た
こ
れ
が
震
に
積
極
的
の
保
護
奨
蹴
を

圃
っ
た
と
も
思
は
れ
な
い
。
畢
寛
儒
拳
を
初
診
支
那
の
文
物
を
尊
ん
だ
か
の
如
く
に
見
え
る
離
は
、
多
く
は
漢
地
を
統
治
す
る
必
要
上
か
ら

の
政
策
に
過
ぎ
な
か
っ
た
所
が
多
い
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

更
K
史
料
を
加
え
る
な
ら
、
『
元
史
』
高
智
耀
俸
の
次
の
事
は
、
漢
人
の
理
づ
め
の
論
に
、
蒙
古
人
皇
帝
が
反
駁
の
言
葉
を
失
い
、
屈
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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憲
宗
即
位
ナ
。
高
智
耀
入
見
し
て
言
う
。

「
儒
者
の
皐
ぷ
所
は
、
尭
舜
一
偶
湯
文
武
の
道
な
り
。
古
よ
り
園
家
を
有
つ
者
は
、

こ
れ
を
用
う
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し

か

ら

ず

た

す

れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
用
い
ざ
れ
ば
則

ち

否
。

其
の
材
を
養
成
す
る
は
、
ま
さ
に
以
て
其
の
用
止
を
資
け
ん
と
ナ
る
な
り
。
宜
し
く
各
役
を
鋪

い
ず
れ

兎
し
て
、
以
て
こ
れ
を
教
育
ナ
ベ
し
。」
帝
問
う
、
「儒
家
は
亙
醤
と
何
如
ぞ
や
。」
針
え
て
日
く
、
「
儒
は
綱
常
を
以
て
天
下
を
治
む
。
あ
に

方
技
の
比
し
得
る

v

も
の
な
ら
ん
や
。
」
帝
日
く
、
「
善
し
。
此
よ
り
前
、
か
く
の
と
と
き
こ
と
を
以
て
除
に
告
げ
し
者
い
ま
だ
有
ら
や
ノ
。
」
詔

め

ん

あ

ず

か

し
て
、
海
内
の
儒
土
の
径
役
を
復
じ
、
興
る
と
こ
ろ
あ
る
な
か
ら
し
む
。
世
組
、
務
邸
K
在
り
て
、
己
に
智
耀
の
賢
な
る
を
聞
け
り。

即
位

た
す

ナ
る
に
及
び
て
召
見
ナ
。
ま
た
、
儒
術
は
治
道
を
補
く
る
あ
る
を
力
言
ナ
。
反
覆
癖
論
し
、
僻
千
百
を
累
ぬ
。
帝
其
の
言
を
異
と
し
、
印
を

鋳
し
て
之
に
授
け
た
り
。

要
す
る
に
、
蒙
古
人
支
配
者
は
、
科
事
と
い
う
中
閣
の
俸
統
的
制
度
を
復
活
す
る
の
に
、
甚
だ
し
く
不
熱
心
で
あ
っ
た
。
漢
人
の
再
三
の
願
い

に
謝
し
て
も
、
或
は
う
べ
な
い
、
或
は
う
た
が
い
、
グ
ズ
グ
ズ
し
た
態
度
を
績
け
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
緯

F

は

『
元
史
』
に
よ
っ
て
、

科
穆
再
開
ま
で
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば

一
一層
明
ら
か
に
な
る
。も

、

太
宗
、
始
め
て
中
原
を
取
る
。
中
書
令
耶
律
楚
材
、
儒
術
学
}
用
っ
て
土
を
濯
ば
ん
こ
と
を
請
う
。

ζ

れ
に
従
う
。

と

も

タ

九
年
(
一
二
三
七
)
秋
八
月
、
詔
を
下
し
、
断
事
官
の
北
忽
鱒
に
命
じ
て
、
山
西
東
路
課
税
所
長
官
の
劉
中
と
奥
に
、
諸
路
に
歴
か
し
め
、
考

- 6ー

試
す
る
に
、
論
恥
よ
び
鰹
義

・
詞
賦
を
以
て
す
。
分
ち
て
三
科
と
魚
し
、
三
日
の
程
を
作
る
。
専
ら
一
科
を
治
め
し
む
る
も
、
能
く
粂
ぬ
る
者

ゆ
る
1

あ

た

め

ん

あ
れ
ば
ζ

れ
を
聴
ナ
。
た
だ
文
義
を
失
せ
ざ
る
も
の
を
以
て
、
選
に
中
れ
り
と
償
問
ナ
。
其
の
中
選
者
は
其
の
賦
役
を
復
じ
、
各
虚
の
長
官
と
奥

に
公
事
を
同
署
せ
し
む
。
東
卒
の
楊
芙
ら
凡
そ
若
干
人
を
得
た
り
。
み
な
一
時
の
名
土
な
り
。
而
る
に
嘗
世
、
或
は
以
て
使
に
非
歩
と
鴛
ナ
。

事
ま
た
中
止
さ
れ
た
り
。

世
組
の
至
元
初
年
(
一
二
六
四
)
旨
あ
り
。
丞
相
史
天
津
に
命
じ
て
、
嘗
に
行
う
べ
き
大
事
を
傑
具
せ
し
め
、
嘗
、て
科
閉
替
に
及
び
し
も
、

だ
行
う
を
果
た
さ
や
J

。

い
ま

四
年
(
一
二
六
七
〉
九
月
、
翰
林
率
土
承
旨
王
鳴
ら
、
選
事
法
を
行
わ
ん
と
と
を
請
う
。
「
遠
く
周
の
制
を
述
べ
、
次
で
漢
・
惰
・
唐
の
取
士

の
科
目
に
及
ぶ
。
:
:
:
・
:
今
を
以
て
之
を
論
タ
る
に
、
た
だ
科
事
も
て
士
を
取
る
こ
と
、
最
も
切
務
た
り
。
い
わ
ん
や
先
朝
の
故
奥
は
、
尤
も



た
て
ま
っ

宜
し
く
迫
述
ナ
ぺ
し
」
と
。
奏
の
上
ら
る
る
や
、
帝
日
く
、
寸
こ
れ
良
法
・
な
り
。
其
れ
之
を
行
え
。
L

と。

，十
一
年
(
一
二
七
四
)
十
一
月
、
裕
宗
、
東
宮
に
在
る
時
、
省
臣
ま
た
啓
し
て
調
う
、

一「
去
年
、
旨
を
奉
じ
て
科
事
を
行
わ
し
め
ら
る
。

翰
林
の
老
臣
ら
が
議
し
た
る
程
式
を
ば
以
聞
ナ
」
と
。
令
旨
を
奉
じ
た
る
に
、
「
蒙
古
進
土
科
お
よ
び
漢
人
選
土
科
は
、

ゆ
る

て
制
度
五
立
て
よ
」
と
准
さ
る
。
さ
れ
と
事
い
ま
だ
施
行
さ
れ
や
Ja

い
古
品
、

時
'宜
を
参
酌
し
て
以

二
十
一
年
(
一
二
八
四
)
十
一
月
、
中
書
省
の
臣
奏
ナ
、
「
凡
そ
蒙
古
の
士
、
加
よ
ぴ
儒
・
吏
0

・
陰
陽
・
醤
術
、
み
な
試
事
せ
し
む
れ
ば
、
則

ゃ

ち
心
を
用
い
て
墜
を
篇
さ
ん
。
」
帝
、
そ
の
奏
を
可
と
ナ
。
〔
前
出
〕
。
縫
い
で
許
衡
も
ま
た
拳
校
・
科
事
の
法
を
議
し
、
詩
賦
を
罷
ゆ
て
経
皐

を
重
ん
じ
、
定
め
て
新
制
と
篤
さ
ん
と
ナ
。
事
い
ま
だ
行
う
に
及
ば
ヂ
と
難
e
も
、
選
翠
の
制
は
ナ
で
に
立
ち
た
り
。

仁
宗
の
皇
慶
二
年
(
一
三
二
二
)
十
一
月
、
詔
を
下
し
て
日
く
、
:
・
:
:
:
〔
以
下
略
〕
。

『
元
史
』
張
良
弼
俸
に
よ
れ
ば
、
彼
が
至
元
十
一
年
に
言
っ
た
言
葉
の
中
に
、

お
き

宜
し
く
経
史
の
科
を
設
け
て
以

T
人
材
を
育
て
、
律
令
を
定
ゆ

τ以
て
姦
吏
を
殻
む
べ
し
。

- 7ー

と
い
う
主
張
が
あ
る
J

ζ

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
事
柄
は
、
蒙
古
王
朝
に
封
ナ
る
漢
人
の
一要
求
の
重
酷
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前

-者
は
仁
宗
の
皇
慶
二
年
に
賓
現
し
、
後
者
は
そ
の
次
の
英
宗
の
至
治
三
年
(
一
一
一
三
三
)
の
『
大
元
通
制
』
の
刊
行
と
な
っ
て
現
れ
た
。
我
々
は

か
か
る
事
貰
か
ら
、
蒙
古
王
朝
が
幾
十
年
も
の
モ
タ
ツ
キ
の
う
ち
に
中
固
化
し
て
い
っ
た
と
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

「賓

拳

の

復

輿

皇
慶
二
年
十
一
月
の
、
科
奉
質
施
の
詔
勅
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

人
を
翠
ぐ
る
に
は
、
宜
し
く
徳
行
を
以
て
首
と
信
用
ナ
ベ
し
。
塞
を
試
す
る
に
は
、
則
ち
鰹
術
を
以
て
先
と
矯
し
、
調
章
は
こ
れ
に
次
ぐ
。

浮
華
の
賓
よ
り
過
ぎ
た
る
は
、
股
の
取
ら
ざ
る
も
の
な
り
。

と
と
に
、
科
翠
で
人
を
試
験
し
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
徳
行
・
経
術
を
重
ん
じ
、

131 

詞
章
を
軽
ん
や
ノ
る
ζ

と
が
明
か
に
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
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はq、
そ
の
翌
年
延
一拡砺
元
年
二
月

ふ
た
し
中
る

い

こ

と

iLν
 

秀
才
を
翠
ぐ
る
に
、
経
皐
・
詞
賦
の
雨
等
あ
り
。
経
恩
?
と
は
、
修
身
斉
家
治
園
卒
天
下
の
勾
蛍
を
読
い
、
詞
賦
と
は
、
詩
を
吟
じ
・
賦

ぶ
ん
し
よ
う

を
和
し

・
文
字
を
作
る
勾
嘗
を
い
う
。
惰
唐
よ
り
以
来
、
人
を
取
る
に
、
専
ら
詞
賦
を
山
間
ぴ
、
人
み
な
浮
華
を
習
事
せ
り
。
詞
賦
を
罷
め
ん

し
ば
し
ば
い

と
い
う
言
語
は
、

前
賢
も
多
曾
読
え
り
。
ζ

の
ゆ
え
に
、
翰
林
院
・
集
賢
院

・
躍
部
は
先
に
、
徳
行

・
明
経
を
本
と
鋳
し
、
詞
賦
を
用
い
ざ

る
こ
と
を
擬
せ
り
。
わ
れ
は
今
、
律
賦
・
省
題

・
詩
小
義
・
な
と
を
ナ
べ
て
用
い
や
ノ
、

た
だ
詔
詰

・
章
表
を
存
留
す
る
の
み
。
専
ら
徳
行

・
明

経
科
を
立
つ
。
明
艇
の
う
ち
、

四
書
五
経
は
、
程
氏

・
朱
晦
庵
の
註
解
を
以
て
主
と
矯
ナ
。
こ
れ
格
物
致
知
修
己
治
人
の
撃
な
り
。
か
く
の

し
よ
う
ら
い

と
と
く
に
人
を
取
ら
ば
、
園
家
は
後
頭
人
才
を
得
て
ゆ
か
ん
ぞ
。

程
朱
の
皐
が
元
代
に
至
っ
て
官
事
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
思
想
史
上
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、

と
こ
で
は
省
略
す
る
。
蒙
古
人
支
配
者

と
し
で
の
世
租
が
、
文
聞
撃
を
軽
ん
じ
て
経
息
?
を
重
ん
じ
た
と
と
は
、
先
に
科
事
の
議
K
劉
ナ
る
彼
の
考
え
の
中
に
も
見
ら
れ
た
し
、

ま
た
越
良

- 8ー

弼
に
問
う
た
言
葉
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
即
ち

て
し
ご
と

か

け

ご
と

高
麗
は
小
園
な
る
に
、
匠
工
・

葬
技
は
み
な
漢
人
に
勝
る
。
〔
そ
の
〕
儒
人
に
至
り
て
は
、

た
だ
課
賦

・
吟
詩
に
の
み
務
む
。
は
た
何
の
用
を
か
な
さ
ん
。
間

F

文
皐
K
代
っ
て
組
問
苧
を
重
現
し
よ
う
と
ナ
る
気
運
は
、
漢
人
知
識
人
の
中
に
も
強
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
主
張
を
次
K
列
翠
し
て
み
よ
う
。

劉
乗
忠
「
宜
し
く
奮
制
に
従
い
、
三
撃
を
修
建
し
、
教
授
を
設
け
、
選
を
聞
き
て
才
を
揮
ぷ
べ

し
。
鰹
義
を
以
て
上
と
信
用
ナ
。
詞
賦
・
論

策
は
こ
れ
に
次
ぐ
。」
問
時

「
人
に
靴
う
る
に
、
経
撃
を
先
に
し
、
文
整
合
}
後
に
ナ
。
」
制
野

み
な
経
書
に
通
じ
、

孔
孟
を
皐
ぷ。

漢
人
は

向
野

許
衡

〔
前
出
〕

お
き

「程、

明
か
に
、
行
、
絡
ま
り
、

質
あ
り
て
牽
少
な
け
れ
ば
、

呂
惑一

以
て
治
卒
に
登
ら
ん
。
」
停

日
藍

た
だ
に
土
に
賓
行
あ
る
の
み
な
ら
や

J

、
園
家
も
ま
さ
に
員
才
を
得
て
、



「
必
ナ
徳
行
・
経
術
を
先
に
し
、
文
鮮
を
後
に
ナ
れ
ば
、
乃
ち
異
材
を
得
ぺ
き
な
り
。
」
僻
孟

「
既
に
古
道
を
復
し
且
フ
累
世
の
虚
文
妄
事
の
弊
を
革
め
、
必
や
ノ
や
寅
皐
適
用
の
効
を
収
め
ん
。
量
に
偉
な
ら
や
J

や
。
詩
賦
の
立
科

お

お

に

わ

に
つ
き
て
は
、
あ
る
こ
と
既
に
久
し
く
、

ζ

れ
を
習
う
者
衆
け
れ
ば
、
ま
た
宜
し
く
駿
か
に
停
む
べ
か
ら
や
ノ
。
経
史
の
賓
皐
ナ
で
に
盛
ん
と
な

り
た
れ
ば
、
彼
は
自
ら
併
ら
れ
ん

J
M謬
d

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
文
皐
を
軽
ん
じ
経
皐
を
重
ん
や
-
る
と
と
は
、
蒙
古
的
政
策
と
言
わ
ん
よ
り
は
、
む
し
ろ
漢
人
知
識
層
の
強
い
主

張
で
あ
っ
た
と
言
う
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
豪
古
人
皇
帝
が
中
園
支
配
の
た
め
の
祉
曾
科
皐
を
理
解
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

李
孟

王
i揮

こ
れ
を
蒙
古

語
に
融
課
さ
せ
た
。
吉
川
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
は
簡
単
な
文
字
は
書
け
た
ら
し
い
、
と
い
う
が
。
こ
う
し
た
彼
等
が
漢
人
か
ら
の
上
奏
を
受
け
る

時
、
嘗
然
そ
れ
を
蒙
古
語
に
醗
語
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
漢
人
知
識
八
が
博
引
努
捜
し
て
陳
述
す
る
内
容
の
い
く
ば
く
を
、
蒙
古
人
が

世
租
や
武
宗
は
漢
文
が
で
き
な
か
フ
た
。
科
事
を
再
開
し
儒
道
に
親
し
ん
だ
と
一
吉
田
わ
れ
る
仁
宗
ナ
ら
t
大
皐
桁
義
を
讃
む
時
、

蒙
古
語
学
}
漢
語
に
直
ナ
ζ

と
は
、

-9ー

理
解
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

よ
り
容
易
で
あ
る
。
言
語
と
し
て
叢
か
に
古
い
歴
史
を
持
つ
漢
語
は
、
動
物
の
名
前
な
ど
蒙
古
特
有
の
一
語

棄
を
除
い
で
、
蒙
古
語
に
勝
る
こ
と
準
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
蒙
古
語
の
聖
旨
で
も
、
少
々
の
細
工
を
用
い
れ
ば
、
漢
詩
に
は
大
し
て
困
ら
な
い
。

で
は
そ
の
逆
の
場
合
、
漢
語
か
ら
蒙
古
語
へ
の
醜
課
は
と
う
か
。
せ
い
ぜ
い
、
漢
文
の
音
を
蒙
古
文
字
で
表
わ
す
と
と
位
し
か
で
き
・
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

元
朝
の
最
上
層
部
に
h
F

い
て
は
、
蒙
古
至
上
主
義
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、
蒙
古
語
か
ら
漢
語
へ
と
い
う
一
方
的
遁
達
が
あ
っ
た
の
み
で
あ
っ
て
、

漢
語
か
ら
蒙
古
語
へ
と
い
う
道
は
、
あ
っ

T
も
甚
だ
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
漢
人
の
上
奏
に
劉
し
げ
ん
も
、
蒙

古
人
支
配
者
は
、

そ
の
歴
史
的
意
義
な
と
ま
る
で
理
曾
せ
歩
、

そ
れ
が
漢
地
の
支
配
に
役
に
立
ち
そ
う
で
あ
っ
た
ら
採
用
ナ
る
、

と
い
う
消
極

的
・
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
女
撃
を
軽
ん
じ
て
鰹
撃
を
重
ん
や
ノ
る
と
い
う
と
と
は
、
宋
代
以
後
の
政
治
思
想
史
の
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
の
首
唱
者
は
他
な
ら
ぬ
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王
安
石
で
あ
る
。
彼
は
官
吏
養
成
の
精
神
を
論
じ
て
、

士
大
夫
階
級
の
か
上
品
な
趣
味
に
す
ぎ
な
い
文
章
詩
歌
を
排
し
、
園
家
祉
舎
や
日
常
生

活
に
必
要
な
雄
紫
法
律
経
済
の
重
ん
や
ノ
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た。

生
活
に
即
し
た
富
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
謡
界
彼
の
こ
う
い
う
考
会
、

「王
安
石
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
も
賓
際
の
日
常
生
活
、

漢
人
指
導
者
層
の
社
曾
科
皐
と
し
て
、

国
家
社
舎

常
に
保
た
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
、
北
宋
の
初
、
中
園
の
北
迭
に
園
を
占
め
た
遼
は
、
甚
だ
文
昼
を
愛
好
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
越
翼

『
二
十
二
史
笥
記
』
巻

幻

H
遼
族
多
好
文
皐
μ
で
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
科
事
制
度
は
、
東
亜
研
究
所
編
『
異
民
族
の
支
那
統
治
史
』
に
よ
れ
ば
、
南
・

北
の
南
選
に
分
れ
て
い
た
。
北
選
は
遼
地
出
身
者
の
た
め
で
あ
り
、
遼
制
に
よ
っ
て
詞
賦
が
課
せ
ら
れ
た
。
南
選
は
{
木
地
出
身
者
の
た
め
で
あ

り
、
宋
制
に
よ
っ
て
経
義
が
課
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
海
陵
王
が
即
位
す
る
と
、
彼
は
筆
奪
者
た
る
己
れ
の
地
位
を
危
う
く
ナ
る
よ
う
な
鰹
義

研
究
を
防
止
す
る
た
め
、
組
義
科
を
腰
し
、
調
賦
の
み
を
正
科
と
ナ
る
に
至
っ
た
。
金
に
文
治
的
な
雰
囲
気
が
満
ち
て
い
た
こ
と
は
、
越
翼
の

前
掲
書
巻

m
w金
代
文
物
遠
聖
子
ゃ
、
羽
田
「
支
那
の
北
族
諸
朝
と
漢
文
明
」
拐
加
控
皿
、

遼
の
あ
と
、
運
よ
り
や
や
庚
い
領
土
を
占
め
た
金
で
は
、

吉
川
『
元
雑
劇
研
究
』
に
読
か
れ
て
い
る
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湿
り
で
あ
る
。

も
と
に
か
え
っ
て
、
北
宋
で
は
王
安
石
の
失
脚
後
、
設
百
法
黛
は
科
事
に
お
い
て
も
経
義
を
罷
め
て
詩
賦
の
み
を
課
そ
う
と
し
た
が
、
極
拳
流

行
の
大
勢
は
と
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
南
宋
に
入
る
と
、
程
子
・
朱
子
の
皐
涯
が
経
義
の
主
流
と
な
り
、

ζ

の
情
勢
は
下
っ
て
元
・
明
・
清

に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
、

と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
賞
昼

'l経
皐
の
尊
重
は
、
蒙
古
支
配
者
の
濁
創
に
か
か
る
も
の
で
は
な
く
て
、
北
宋
の
王
安
石
の
正
論
が
復
活

し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
文
弱
化
し
た
遼
・
金
の
轍
を
ふ
む
ま
い
と
ナ
る
蒙
古
支
配
者
の
気
に
入
っ
て
採
用
さ
れ

た
と
言
フ
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。



元

代

膏

吏

の

h

種

々

相

程
円
吏
な
る
も
の
に
つ

h
て
妓
述
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
史
料
カ

l
ド
の
敷
に
の
み
頼
る
な
ら
、

そ
の
結
論
は
大
抵
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

育
吏
と
は
、
品
官
つ
ま
り
資
格
あ
る
官
で
は
な
く
て
‘

そ
の
土
地
の
人
民
が
役
所
に
入
っ
て
事
務
を
執
る
者
で
あ
る
。
官
と
は
、
科
事
出

身
者
で
あ
っ
て
、
文
拳
の
才
は
あ
る
が
、
経
済
や
法
律
に
は
必
ナ
し
も
詳
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
政
府
か
ら
俸
給
を
も
ら
い
、
政
府
の
辞

令
に
よ
っ
て
各
地
に
縛
動
す
る
。
容
円
吏
は
そ
の
土
地
に
住
み
つ
い
た
人
間
で
あ
り
、
元
来
は
傍
役
と
し
て
仕
事
を
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
給
料
は
も
ら
え
な
い
。
普
段
に
人
民
と
接
し
て
庶
務
曾
計
を
扱
っ
て
い
る
か
ら
事
務
的
な
能
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
官
が
行
政
事
務
に
詳

し
く
な
く
そ
の
土
地
の
賓
情
に
暗
い
の
を
利
用
し
て
、
事
務
を
専
断
す
る
。
ま
た
』入
民
か
ら
は
賄
賂
を
要
求
し
て
、
自
分
の
生
活
費
と
ナ
る
。

だ
か
ら
ζ

う
い
う
吏
に
劃
し
で
は
、
官
は
先
や
ノ
己
が
身
を
修
砂
、
政
務
に
精
通
し
、
然
る
後
に
、
悪
事
を
働
く
奴
が
あ
れ
ば
、
巌
に
取
締
る

べ
き
で
あ
る
。

-11-

し
か
し
、
膏
吏
に
つ
い
て
の
と
う
し
た
記
事
は
、
栄
元
明
清
、
い
つ
い
か
な
る
時
代
に
必
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
膏
吏
と
は
何

で
あ
る
か
を
簡
墜
に
言
い
た
い
な
ら
、
「
歴
史
的
護
展
」
な
ど
を
考
慮
に
ん
れ
る
必
要
は
、

結
局
は
無
い
。

し
か
し
な
が
ら
我
々
は
、
あ
る
時

期
k
h
s
い
て
出
現
し
て
く
る
新
し
い
も
の
、
よ
し
そ
れ
が
支
配
的
で
な
い
に
せ
よ
、
ま
た
一
時
的
の
現
象
で
あ
れ
、
そ
れ
を
護
見
し
、
そ
の
行

方
を
見
守
り
た
い
と
思
う
。

.
こ
う
い
う
考
え
方
に
た
っ

τ、
元
の
初
期
の
膏
真
に
つ
い
て
、
あ
さ
っ
た
史
料
の
範
囲
内
で
、
気
の
つ
い
た
こ
と
を
羅
列
し
た
い
と
思
う
。

歴
史
的
意
義
を
付
輿
ナ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
思
い
つ
き
で
あ
り
ナ
ぎ
る
と
い
う
恐
れ
を
い
だ
き
な
が
ら
。

科
事
が
幾
十
年
も
の
あ
い
だ
賓
施
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
園
の
近
世
政
治
史
k
h
v
h
v
て
、
劃
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
、
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
蒙
古
人
支
配
者
に
よ
っ
て
、
中
園
的
教
養
の
う
ち
で
、
文
皐
と
哲
皐
が
斥
け
ら
れ
、
治
闘
の
術
と
し
て
の
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経
皐
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
新
し
い
雰
園
祭
の
中
で
は
、
治
圏
の
た
め
に
は
依
く
ζ

と
の
で
き
な
い
、
行
政
事
務
の
能
力
に
長
じ
た
膏
吏
な
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る
も
の
が
進
出
し
て
ゆ
く
の
は
蛍
然
で
あ
っ
た
。
忍
円
吏
の
撞
頭
と
い
う
現
象
は
ナ
で
に
金
代
に
萌
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
と
も
吉
川
『
元
雑

劇
研
究
』

元
朝
初
期
に
科
事
が
行
わ
れ
・
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
膏
吏
の
撞
頭
の
た
め
に
最
上
の
篠
件
を
付
興
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
聞
に
b
い
て
は
、
忍
円
吏
に
つ
い
て
の
前
述
の
通
念
を
打
破
ナ
る
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
幾
つ
か
の
項
目
に
分
っ
て

略
述
し
て
み
よ
う
。

l 

身
分
の
卑
し
く
な
い
者
で
も
膏
吏
に
な
っ
た
。

中
・ぇ

『
紫
山
大
全
集
』
巻
目

η
張
彦
明
世
徳
碑
銘
μ
に
は
「
公
は
幼
く
て
儒
を
業
と
ナ
。
科
事
進
士
の
路
が
慶
れ
し
以
に
、
改
め
て
吏
事
を
習
う
。

諸
問
南
線
府
の
抜
よ
り
身
を
起
こ
ナ
」
と
あ
る
。

と
お
っ
お
や

ま
た
『
元
史
』
劉
乗
忠
停
K
よ
れ
ば
、
彼
の
「
其
の
先
は
瑞
州
の
人
な
り
。
世
々
、
遼
に
仕
え
て
官
族
た
り
。
・
:
:
:
:
八
歳
に
し
て
皐
に

ひ
ご
ろ

入
り
、
日
に
数
百
言
を
諦
ナ
。
:
:
:
:
十
七
に
し
て
邪
蓋
節
度
使
府
の
令
史
と
篤
り
、
以
て
其
の
親
を
養
う
。
居
常
欝
々
と
し
て
繁
し
ま
歩
。

し

か

お

ち

ぶ

れ

一
目
、
筆
を
投
げ
て
嘆
い
て
日
く
、
『
吾
が
家
は
累
世
衣
冠
た
り
。
乃
る
に
泊
波
て
万
筆
を
震
ナ
と
は
!
丈
夫
に
し
て
世
に
遇
せ
ら
れ
や
ノ
ん

ば
、
ま
さ
に
憶
居
し
て
以
て
志
を
求
む
べ
き
の
み
』
と
。
即
ち
に
棄
て
去
り
て
、
武
安
山
の
中
に
隠
る
」
と
あ
る
。

ま
た
陶
宗
儀
の

『報
耕
録
』
巻

μ
に
は
、
復
聖
顔
回
の
子
孫
の
ζ

と
に
ふ
れ
、
「
顔
清
甫
は
曲
阜
の
人
。
顔
子
の
四
十
八
代
の
孫
な
り
。
:
:
:

:
・長
子
の
園
鮮
は
頗
る
儒
業
を
習
う
。
郭
仲
賢
が
塞
州
に
知
と
な
る
に
及
ん
で
、
召
し
て
州
吏
に
補
し
、
山
東
廉
訪
の
奏
差
に
再
げ
ら
れ
、
書
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吏
K
陸
る
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
科
事
に
よ
る
栄
達
の
道
を
塞
が
れ
た
者
は
、
志
を
降
し
身
を
厚
診
て
、

万
筆
の
吏
か
ら
身
を
起
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

但
し
、
『
元
朝
名
臣
事
略
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
と
の
人
で
、

元
初
に
背
吏
に
身
を
沈
め
て
不
適
を
か
こ
っ
た
の
は
劉
乗
忠
た
だ
一
人
で

い
わ
ゆ
る
漢
人
世
侯
は
、
蒙
古
に
降
る
と
今
ま
で
の
地
位
を
保
誼
さ
れ
た
。
ま
た
金
代
に
科
奉
に
パ
ス
し
た
進
士

た
ち
、
劉
繭

・
楊
果
・
王
鵠

・
王
磐

・
李
旭

・
徐
世
陸

・
李
冶
ら
は
、
世
租
の
時
代
に
み
な
高
官
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
二
十
二
史
笥
記
』
巻

あ
る
。
巌
賓
や
史
天
津
ら
、

初

H
元
初
用
商
圏
朕
元
μ

に
は
、
右
の
王
時
間
と
、
南
宋
淳
一
桁
四
年
に
合
格
し
た
留
夢
炎
が
、
元
K
入
っ
て
、
翰
林
皐
士
承
旨
に
な
っ
た
の
と
、



二
う
の
例
を
奉
げ
て
い
る
。
ま
た
劉
乗
忠
と
共
に
世
租
に
仕
え
た
拳
者
、
挑
橿
-
許
衡
・
貧
獣
ら
は
、
身
を
沈
め
る
こ
と
な
く
て
世
租
に
招
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。

ζ
ζ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
蒙
古
人
の
支
配
に
よ
っ
て
も
)
漢
人
の
中
に
階
級
掛
変
動
は
あ
ま
り
起
ら
・
な
か
っ
た
。
た
だ
か

か
る
混
飢
期
に
は
運
が
悪
く
て
零
落
ナ
る
者
も
あ
る
の
は
嘗
然
で
、
右
の
劉
葉
忠
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
『
紫
山
大
全
集
』
巻
目

徳
碑
銘
“
に
見
え
る
塞
粛
廓
が
「
母
老
い
家
貧
し
く
、
龍
仰
を
揮
ぷ
に
暇
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
志
を
降
し
身
を
厚
め
、
間
開
吏
よ
り
州
、
州
よ
り
府

H

リ
塞
食
事
世

に
陸
る
」

ζ

と
K
な
っ
た
の
も
、

そ
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

2 

膏
吏
の
採
用
に
は
試
験
が
る
り
、
儒
皐
の
教
養
を
持
っ
こ
ど
が
要
求
さ
れ
た
。

『
元
典
章
』
吏
部
六
の
元
貞
二
年
の
聖
旨
に
い
う
。

す

で

こ

ろ

議
し
て
貢
奉
を
行
わ
ん
と
ナ
る
こ
と
は
、
前
の
詔
に
て
己
嘗
に
之
に
及
べ
り
。
科
学
}
設
く
る
以
来
ま
で
は
、
元
貞
二
年
よ
り
は
じ
ゅ
て
、

諸
路
の
、
儒
に
し
て
吏
事
を
知
り
、
、
吏
に
し
て
儒
術
陀
通
じ
、
性
行
の
修
謹
な
る
者
あ
ら
ば
、
各
路
よ
り
薦
察
し
、
廉
訪
司
よ
り
試
選
せ
し

あ

あ

た

は

じ

む
。
毎
道
、
歳
ど
と
に
二
人
を
貢
げ
、
省
・
蓋
が
法
を
立
て
て
考
試
ナ
。
必
タ
程
式
に
中
り
て
、
方
珍
て
錬
用
ナ
る
を
許
ナ
。

ま
た
「
書
吏
」
の
試
選
の
僚
目
が
あ
る
が
、

そ
の
中
に

η
暁
解
儒
書
μ

と
い
う
一
項
が
あ
る
。
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ま
た
大
徳
七
年
十
月
の
監
察
御
史
の
墨
に

ひ
ん
と
う
ほ
う
せ
い

大
抵
、
吏
人
は
、
一
に
は
須
く
行
止
可
観
た
る
べ
く
、
こ
に
は
須
く
吏
事
に
熟
閑
た
る
べ
し
。
若
し
更
に
経
史
を
渉
樋
し
、
儒
を
以
て
吏

を
飾
ら
ば
、
全
才
と
な
ナ
べ
し
。

こ
の
よ
う
に
、
科
翠
の
行
わ
れ
て
い
な
い
嘗
時
に
あ
っ
て
は
、
儒
と
吏
に
粂
遁
ナ
る
と
と
が
、
官
吏
た
る
篠
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

"
で
り

ま
た
、
膏
吏
の
任
命
権
者
は
、
大
健
そ
の
官
醸
の
長
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
六
部
の
令
史
は
本
部
、
行
省
令
史
は
行
省
、
御
史

蓋
・
各
道
按
察
司
書
吏
は
御
史
豪
、
廉
訪
司
書
吏
は
廉
訪
司
、
行
省
宣
使
は
行
省
、
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行
省
理
問
所
令
史
は
行
省
、
と
い
っ
た
場
合
が
、

え
き
じ
ん

章
』
吏
部
六
か
ら
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
膏
吏
が
そ
の
本
来
の
性
格
た
る
役
人
か
ら
完
全
に
股
し
て
、
役
所
の
「
職
員
」
と
し

『
元
典
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て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

3 

忍
円
吏
か
ら
高
官
に
昇
る
者
が
あ
っ
た
。

『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
念
日

H

大
都
通
州
郭
氏
遷
径
一碑
ー
銘
μ"
に
よ
る
と
、
郭
秀
賞
は
「
万
筆
よ
り
身
を
起
こ
し
、
十
年
な
ら
や
ノし
て
、
位
、

通
願
を
致
す
」
と
あ
る
。

『
元
典
章
』
吏
部
六
、
至
元
二
十
二
年
八
月
の
中
書
省
筋
付
に

あ
ら
ゆ
る

に
ん
き
ま
ん
り
ょ
う

省
部
の
諸
街
門
の
庭
干
詩
俸
銭
人
員
は
、
い
ま
だ
考
満
に
及
ば
ざ
る
に
、
倶
に
各
hu
の
遷
調
さ
れ
、
往
々

K
し
て
流
品
に
轄
入
ナ
。

と
あ
り
、
元
貞
元
年
十
二
月
、
監
察
御
史
の
星
に
も
、

毎
歳
瓶
ゆ
て
流
品
に
入
る
者
は
、
近
ど
ろ
は
千
員
に
も
及
ぶ
。

と
て
、
昇
進
が
激
し
く
て
上
級
官
吏
ば
か
り
が
多
く
な
り
、
窓
口
事
務
を
扱
う
下
級
役
人
が
減
っ
て
困
る
と
な
げ
い
て
い
る
。

ζ

の
忍
円
吏
進
出
の
紋
況
を
簡
潔
K
言
い
現
わ
し
た
の
は
、
至
元
二
十
六
年
九
月
の
行
御
史
蓋
街
付
の
中
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

書
吏
出
身
は
、
将
来
必
デ
蓋
・
察
に
登
る
。
然
ら
ざ
る
も
ま
た
民
官
に
列
ナ
。
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「書
吏
」
と
は
、
奏
差
と
と
も
に
、
主
と
し
て
按
察
司
な
と
監
察
系
統
に
勤
務
す
る
背
吏
で
あ
フ
た
ら
し
い
。
『
典
章
』
に
は
、

「本
蓋
・
察
院

な
ら
び
に
各
道
按
察
司
は
、
職
と
し
て
官
吏
の
非
遣
を
糾
弾
し
諸
司
の
文
案
を
刷
磨
ナ
る
と
と
を
掌
る
。
書
吏
た
る
者
は
、
其
の
責
は
な
は
だ

重
し
」
と
あ
り
、

『
秩
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
目

η
添
書
吏
奏
差
人
員
乱
脈
食
資
歴
事
朕
h
H

で
も
「
縞
か
に
見
る
に
、
按
察
司
の
書
吏

・
奏
差
の
人

し
ら

あ

員
の
、
文
案
を
照
べ
、
糾
察
を
掌
る
等
の
事
に
擦
り
て
は
、
其
の
ロ
聞
は
微
な
り
と
難
も
、
其
の
職
は
甚
だ
要
な
り
。
い
ま
百
物
腸
貴
し
て
、
俸

と
り
ぎ
め

は
梢
E
以
て
廉
を
育
ナ
る
に
足
ら
や
ノ。

:
・:
:
:
請
う
ら
く
は
、
緑
食

・
資
歴
を
ば
、
再
び
定
奪
を
行
い
、
梢
E
加
重
す
る
を
得
し
め
ら
れ
た
し
」

と
言
っ
て
、
按
察
司
の
書
吏
奏
差
を
よ
り

一
一
暦
優
遇
す
べ
き
ζ

と
を
論
じ
て
い
る
。
『
金
出
入
』
選
翠
志
に
よ
る
と
、
按
察
司
書
吏
は
、
翠
人
(
律

科
・
経
義
の
合
格
者
)
か
ら
任
命
す
る
と
あ
る
か
ら
、
金
代
か
ら
ナ
で
に
相
蛍
高
い
地
位
で
あ
っ
た
ζ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

つ
い
で
に
『
元
典
章
』
吏
部
六
で
、
「
書
吏
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
「
令
史
」
な
る
も
の
も
、
相
嘗
に
位
の
高
い
忍
円
更
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ



る
。
典
章
の
記
載
は
雑
然
と
し
て
い
て
、
ナ
っ
き
り
と
は
把
え
が
た
い
が
、

『
金
史
』

K
よ
れ
ば
、
省
の
令
史
に
は
、

文
資
・
女
員
進
士
・
右

職
(
武
散
官
)
・
宰
執
の
子
、
と
い
う
四
つ
の
選
取
之
門
が
あ
っ
た
と
い
う
。

4

忍
円
吏
で
大
金
持
に
な
る
も
の
も
あ
っ
た
。

司
紫
山
大
全
集
』
巻
お
に
次
の
ど
と
く
あ
る
。

じ
ぶ
ん

即
今
、
司
腕
怖
の
司
吏
は
、
害
事
徴
よ
り
身
を
起
す
。
素
よ
り
租
考
の
産
業
・
貨
物
を
遺
留
せ
る
無
し
。
本
身
は
士
農
工
商
を
禽
せ
歩
、
た
だ

事

ん

め

し

き

月
俸
の
養
廉
に
仰
る
の
み
。
し
か
る
に
、
食
う
も
の
は
則
ち
梁
や
肉
。
衣
る
も
の
は
則
ち
羅
や
航
。
鞍
馬
・
奴
僕
は
品
官
と
異
る
無
く
、

妻
妾
の
首
飾
、
金
珠
、
衣
服
の
金
錦
・
文
繍
は
、
命
妻
・
富
室
と
異
る
無
し
。
居
る
と
こ
ろ
の
室
は
高
堂
華
屋
な
り
。

こ
こ
に
出
て
き
た
司
豚
の
司
吏
に
・
つ
い
て
、
『
元
典
章
』
に
よ
っ
て
読
明
を
加
え
る
な
ら
、

至
元
二
十
一
年
の
と
り
き
め
で
は
、

録
事
司
K

は
四
名
、
上
鯨
に
は
六
名
、
中
腕
肺
に
は
五
名
、
下
鯨
は
四
名
が
設
け
ら
れ
る
。
彼
紘
一
寸
は
最
も
下
の
行
政
皐
位
の
吏
員
マ
あ
る
か
ら
、
教
養
と
て

か
る
が
る

府
牒
の
人
吏
は
、
幼
年
に
し
て
曾
て
撃
に
入
り
た
り
と
難
も
、
僅
か
に
十
歳
己
上
に
至
ら
ば
、
皐
業
を
慶
棄
し
、
制
し
く
吏
門
の
中
に
就

ぼ
う

き
て
文
字
を
書
寓
ナ
む
瞳
義
の
教
は
階
然
と
し
て
未
だ
知
ら
ざ
る
に
、
賄
賂
の
情
は
循
習
ナ
る
ζ

と
己
に
著
る
し
。
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も
大
し
た
も
の
で
は
・な
い
。

と
あ
り
、
ま
た

〔
江
西
省
〕
所
轄
の
路
府
州
眠
酬
の
司
更
は
、
即
ち
土
豪
の
家
が
買
帰
し
て
承
充
せ
る
も
の
な
り
。
外
に
し
て
は
権
豪
と
交
接
し
、
民
産
を

ひ
之
り
じ
培

、

侵
華
ナ
。
内
に
し
て
は
官
府
を
把
持
し
、
簿
書
を
担
合
ナ
。

と
あ
る
よ
う
に
、

中
央
官
聴
の
そ
れ
よ
り
は
大
分
程
度
の
低
い
輩
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
民
の
利
害
と
直
結
す
る
地
方
官
聴
の
吏
員
は
、

か
な
り
得
を
し
、
財
産
を
た
く
わ
え
た
も
の
が
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る

の
で
る
る
。
司
水
品
川
停
』
に
「
信
用
官
容
易
、
倣
吏
最
難
」
と
あ
る
の
が
膏
吏
の
ナ
べ
て
で
は
な
い
よ
う
だ
。
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5 

育
吏
の
下
の
膏
吏



か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
情
況
の
下
に
あ
っ
て
、
膏
吏
の
官
員
化

・
士
大
夫
の
膏
吏
化
、

元
代
に
か
い
て
、
今
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
科
翠
が
行
わ
れ
・
な
か

っ
た
、
或
は
行
わ
れ
て
も
漢
人
に
と
っ
て
は
蒙
古
人
に
比
べ
て
門
が
狭

と
い
う
現
象
が
生
じ
た
。
官
も
吏
も
共
に
政
府
の
職
員

140 

と
し
て
遇
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
但
し
「
吏
」
と
い
う
語
感
は
依
然
と
し
て
卑
し
い
、
恰
も

「
事
務
官
」
に
劃
ナ
る
「
雇
」
の
語
感
の
卑

し
さ
の
如
く
。
背
吏
の
本
来
の
姿
は
、
職
員
で
は
な
く
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
相
嘗
す
る
と
思
わ
れ
る
「
貼
書
」
「
寓
護
」
「
主
案
」

な
る
も
の
が
『
元
典
章
』
に
散
見
す
る
の
で
、
次
に
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
う
。

わ
か
も
の

貼
書
の
役
は
、
本
は
後
生
が
吏
業
を
習
皐
し
て
以
て
進
用
を
圃
る
が
震
な
り
。

ゃ

っ

せ

ん

ば

い

し

よ

り

た

よ

か
か
え
ら

ぶ

や

く

の
が
れ

司
鯨
の
貼
書
は
民
家
の
子
弟
な
り
。
織
と
十
四
五
歳
に
及
ぶ
や
、
吏
に
托
り
て
投
充
れ
、
門
戸
を
影
占
ん
と
ナ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
貼
書
は
本
来
は
背
吏
見
習
い
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
貼
書
ま
た
は
寓
震
か
ら
膏
吏
に
進
級
す
る
の
で
あ
る
。

-私

k
b
、
巴
し
よ
り

J

膏
1

吏
の
輩
に

e

つ
い
て
は
、
社
長
・
4
4

同
老
の
人
等
を
し
て
、
紋
を
入
れ
て
、
行
止
可
観
、
通
暁
せ
る
は
何
の
鰹
書
な
る
や
を
保
翠
せ
し
め
、

嘗
該
の
首
領
官
が
、
面
試
し
て
相
躍
な
ら
ば
、
方
め
て
案
に
入
れ
て
潟
護
に
ナ
る
を
許
ナ
。
:
:
:
:
・
別
に
一
極
を
試
し
、
義
理
に
明
達
ナ
れ

し
よ
く
い
ん
し
よ
り

ば
、
俸
吏
に
補
ナ
る
を
許
す
0

.
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と
あ
り
、
ま
た

ま
じ

司
獄
司
の
奥
吏
に
閥
あ
ら
ば
、
廉
訪
司
の
潟
護
人
、
な
ら
び
に
各
路
の
過
ち
無
く
刑
名
に
通
暁
せ
る
貼
書
の
内
よ
り
、
相
M
V

参
え
て
震
補

ナ
れ
ば
、
相
底
な
り
。

と
こ
ろ
が
現
賞
に
は
、
貼
書
に
は
「
わ
か
も
の
」
で
な
く
、
「
年
老
無
恥
」
の
も
の
が
な
り
、
横
暴
を
働
い
寸
い
た
よ
う
で
あ
る
。

な
し
ょ
ぼ
つ
め
ん
し
ょ
く

縞
か
に
聞
く
に
、
各
庭
の
貼
書
に
は
、
多
く
、
過
を
作
し
て
断
寵
さ
れ
た
る
公
吏
、
及
び
市
井
の
無
籍
の
徒
あ
り
。
五
六
十
歳
に
し
て
、

向
hz
寓
裂
に
充
て
ら
れ
、
而
も
恥
を
知
ら
や
ノ
。

一
二
十
年
も
、
久
し
く
街
門
を
占
め
て
、
退
く
と
と
を
知
ら
や
ノ
。
往
々
に
し
て
賄
賂
を
圃
り
、

詞
訟
を
起
輿
し
、
該
吏
を
踊
昧
し
て
、
案
贋
を
更
改
し
、
低
引
を
篤
し
弊
を
作
ナ
ζ

と、

一
端
に
止
ま
ら
ざ
る
あ
る
に
至
る
ro
--::
・
:
此
等
の



久
し
く
街
門
を
占
め
年
老
い
無
恥
な
る
貼
書
は
、
進
を
求
む
る
心
あ
る
に
非
ホ
ノ
。
乃
ち
有
旦
を
貧
圃
ナ
る
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
乗
、
他
虚
よ

そ
O
と
ち

ー

と

り
遷
り
来
れ
る
吏
員
が
本
土
の
事
情
を
知
ら
ざ
る
を
以
て
、
凡
そ
施
篤
せ
ん
と
ナ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
多
く
は
係
れ
奮
存
の
貼
書
に
聴
従
ナ
。

い
よ

ほ

し

い
ま
ま

貼
書
に
し
て
久
し
く
街
門
を
占
む
る
者
は
、
愈
い
よ
以
て
其
の
調
弄
の
好
を
療
に
ナ
る
を
得
。
官
を
護
し
民
を
筈
ナ
る
こ
と
、
此
よ
り
甚

し
と
鶏
す
こ
と
莫
し
。

ひ
き

府
州
臓
の
司
吏
の
遷
轄
ナ
る
所
以
の
者
は
、
も
と
、
年
深
し
け
れ
ば
鮮
を
作
さ
ん
こ
と
を
恐
る
れ
ば
な
り
。
遷
轄
し
て
よ
り
以
来
、
其
の

ひ
と
え

弊
は
愈
々
深
く
、
其
の
事
を
誤
る
こ
と
愈
々
甚
L
o
-
-
:
:
東
を
問
う
も
西
を
知
ら
や
J

、
首
を
問
う
も
尾
を
知
ら
や
J

。
一
に
主
案
・
貼
書
の
可

お
か

否
に
聴
ナ
。
況
ん
や
、
賄
賂
を
貧
り
、
貨
財
を
殖
や
し
、
官
民
に
奉
じ
、
強
を
避
け
弱
を
凌
し
、
富
を
庇
い
貧
を
虐
ぐ
る
ζ

と
は
、
主
案
・

貼
書
に
非
デ
ん
ば
則
ち
能
わ
ざ
る
な
り
。
説
副
大

ま
た
、
職
員
た
る
膏
吏
が
近
親
者
を
寓
震
に
し
て
グ
ル
に
な
っ
て
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
。

じ
ぶ
ん

本
身
は
吏
と
な
り
、
兄
弟
子
姪
親
戚
の
人
等
を
府
州
司
鯨
に
置
き
て
寓
震
と
し
、
上
下
交
通
し
、
表
裏
好
を
鴛

〔
路
府
州
燃
の
司
吏
は
〕
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ナ。

ま
た
こ
の
貼
書
は
中
書
省
K
も
居
た
。

ひ
そ切

か
に
見
る
に
、
中
書
省
の
左
・
右
部
に
設
く
る
と
こ
ろ
の
橡
史
は
、
其
の
員
数
は
以
て
務
め
を
分
つ
に
足
り
、
俸
給
は
以
て
廉
を
養
う

に
足
る
。
ま
た
出
身
を
明
ら
か
に
注
し
、
資
歴
を
定
擬
ナ
n

ζ

れ
、
園
家
が
品
官
を
以
て
人
を
待
つ
な
り
。

い
ま
だ
か
つ
て
膏
更
を
以
て
相

い
期
せ
ざ
る
な
り
。
今
は
則
ち
然
ら
や
ノ
。
私
に
貼
書
の
公
務
に
遁
知
ナ
る
を
使
う
。
毎
房
、
少
き
も
の
も
六
七
人
を
下
ら
歩
。
官
に
係
名
せ

やJ
、
私
に
形
勢
あ
り
。
例
と
し
て
み
な
按
膿
を
掌
り
、
裁
決
を
主
る
。
甚
し
け
れ
ば
則
ち
関
節
導
達
し
、
倖
門
を
開
閉
し
、
事
機
を
世
露
し
、

話
室
長
ナ
。
一
叙
説
は

141 

u 

ナ

ぴ



1:42 

元
代
に
か
い
て
、
官
と
吏
と
は
別
の
系
統
で
な
く
て
一
本
の
盟
系
の
上
下
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
吏
か
ら
官
へ
の
民
い
道
が
聞
か
れ
、
膏
吏
の

法
律
拳
(
吏
拳
)
も
盛
ん
に
な
っ
た
ζ

と
は
、
宮
崎
市
定
氏

「宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
」
一
日
当

閣
に
か
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

張
養
浩
ら
元
代
の
幾
人
か
の
名
士
が
膏
吏
の
出
で

『
元
典
章
』
に
収
φ
ら
れ
た
多
量
の
文
書
の
起
草
者
は
背
更
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

同

ー

あ
る
ζ

と
は
、
吉
川
「
元
血
〈
章
に
見
え
た
波
文
吏
時
閣
の
文
雄
」
上
に
見
え
る
。
雑
彦
の
あ
る
も
の
は
背
吏
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
ζ

と
は
、
同
氏

『
元
雑
劇
研
究
』
に
見
え
、
ま
た
『
水
諦
俸
』
の
作
者
は
程
円
更
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
小
川
環
樹
氏
「
水
諦
俸
の
作
者
に
つ
い
て
」

町
肝
叫
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
、
元
代
の
膏
吏
に
つ
い
て
の
問
題
は
提
出
し
つ
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

蒙
古
人
支
配
者
が
中
闘
に
b
い
て
求
め
た
も
の
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
豪
(
詞
賦
)
で
も
、
哲
聞
学
(
道
事
)
で
も
な
く
、
社
曾
科
息
ナ
(
経

皐
)
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
「
蒙
古
の
刺
戟
に
よ
る
倫
理
の
鴎
換
の
雰
闇
気
」

一一
一一
献
の
中
に
恥
い
て
、
質
質
的
要
素
!
賓
務
に
長
じ
た
膏
吏

ゃ
、
彼
等
が
書
い
た
白
話
公
文
書
ー
が
大
い
に
進
出
し
た
こ
と
は
注
目
ナ
ベ
き
ζ

と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
土
大
夫
の
停
統
意
識
か
ら
見
れ
ば
、

ゆ
ざ
ま
し
き
も
の
と
し
て
庇
し
め
嫉
む
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
中
園
の
歴
史
に
b
い
て
僅
か
に
現
わ
れ
た
俸
統
の
動
揺
を
、
膏
吏
の
進
出
と
い
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う
現
象
に
よ
フ
て
考
え
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。



The “Clerk" System in the Early Days of Yuan (元)

Takeshi Katsufuji 

The examination system ceased to exist during a period of about eighty 

years in the early period of the Yuan dynasty， following the destruction of 

Chin (金). This led the traditional literati to look for patronage of the 

military for promotion from the status of a“clerk" to that of an“o伍cial"，

while some of them were inclined to devote themselves to literay activities 

instead of entering government service under the Mongols. 

Darayavau and .Auramazdah 

Toshiyuki Etani 

The prese川 paperis a study of Darayavalト 1，a great ruler of ancient 

Persia under the Haxamanis dynasty， which succeeded in establishing the 

last unification in ancient southwestern Asia. The study is intended to 

clarify the political ideas resulting from the belief in Auramazdah. in the 

light of inscriptions in Old Persian， explaining the mental and spiritual basis 

of this ancient empire and finding a typical example therein of interrelations 

between politics and religion. 

The Installation System under the Ch'ing (清)Dynasty 

Hideki Kondo 

Monthly installation was in practice until the end of the K'anghsi (康照)

era， regulating the promotion of those Government officials who passed 

examinations， but the system did not work very well to choose competent 

personnel and to evade inefficiency in local administration. With. a view 

-1-


