
於清
け初
るに

ニ
カ
ン
ｌ
ｊ
・
タ
ゲ
ン
の
殺
生
と
其
の
意
義

戸

　
　

田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　

腔
親
王
昭
漣
の
噴
亭
雑
録
泰
二
、
漢
軍
初
制
の
條
に

　
　
　
　

國
初
時
丿
俘
掠
遼
瀋
之
民
、
悉
篤
満
臣
奴
隷
。
文
皇
帝
惘

　
　
　
　

之
、
抜
共
少
壮
者
篤
兵
、
設
左
右
雨
翼
。
命
侈
騎
馬
養
性

　
　
　
　

馬
鄙
統
光
逡
統
之
。
共
後
節
者
漸
多
。
入
開
後
、
明
降
将
。

　
　
　
　

睡
至
。
遂
設
八
旗
。
一
如
満
洲
之
制
。

　
　

と
漢
軍
八
旗
成
立
の
次
第
を
述
べ
て
ゐ
る
。
蓋
し
本
文
前
牛
の

　
　

言
ふ
所
は
い
満
洲
王
朝
は
太
１
　
時
代
よ
り
遼
陽
・
瀋
陽
地
方
の

　
　

漢
人
を
俘
掠
し
て
、
悉
く
灘
臣
の
奴
隷
と
な
し
て
ゐ
た
が
、
太

　
　

宗
文
皇
帝
の
時
に
及
び
、
其
の
少
壮
な
る
も
の
を
兵
と
な
す
に

　
　

至
っ
涜
、
即
ち
彼
等
を
解
放
し
て
自
由
民
た
ら
し
め
る
に
至
っ

　
　

た
と
云
ふ
意
で
あ
ら
う
か
。
端
的
に
言
へ
ば
、
漢
人
は
太
祖
時

　
　

代
奴
隷
と
し
て
獲
得
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
、
太
宗
時
代
始
め
て

ｍ

　

之
を
自
由
民
と
し
て
解
放
す
る
に
至
っ
た
と
、
主
張
せ
る
も
の

茂

　
　

喜

の
如
く
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
然
る
に
一
方
満
文
太
祖
老
槍

省
二
１
　
四
、
天
命
六
年
七
月
十
四
日
の
條
に
は
、

　
　

三
男
に
一
駒
の
貢
の
田
を
作
ら
し
む
。
二
４
　
男
に
一
男
を

　
　

兵
に
立
た
し
む
。
そ
の
二
十
男
に
一
男
を
貢
に
働
か
し

　
　

む
。

と
漢
人
へ
の
令
が
下
さ
れ
、
漢
人
は
賦
役
納
税
義
務
の
對
象
と

し
て
、
對
國
家
的
奉
仕
義
務
の
課
せ
ら
れ
る
自
由
民
的
性
格
を

持
つ
も
０
と
し
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
賓
に
同
じ
く
省
二
１
　

九
、
天
命
六
年
十
一
月
二
１
　
二
日
の
條
に
は
、

　
　

女
員
人
も
漢
人
も
皆
な
汗
の
民
と
な
り
し
な
り
。

　

。

と
見
え
、
一
般
に
湊
人
は
太
祖
時
代
に
も
既
に
奴
隷
な
ら
で
、

民
た
り
し
こ
と
が
明
言
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

蓋
し
清
初
、
数
多
の
漢
人
奴
隷
が
存
し
て
、
女
員
人
祀
會
の

経
臍
的
基
礎
を
な
し
て
ゐ
た
こ
と
は
周
知
の
事
賓
で
あ
る
が
、

Z7



28０

此
の
如
く
太
祖
時
代
に
は
奴
隷
の
他
に
、
明
か
に
漢
人
の
自
由

民
も
多
数
存
し
て
、
後
金
國
の
財
政
的
基
礎
を
構
成
し
た
の
で

あ
る
。
然
ら
ば
一
見
し
て
、
か
ｘ
る
情
勢
と
矛
盾
せ
る
如
く
解

せ
ら
名
ｘ
趙
親
王
の
言
は
、
果
し
て
如
何
な
る
員
意
を
持
つ
の

で
あ
ら
う
か
。

　

次
に
或
は
奴
隷
と
な
し
或
は
自
由
民
と
な
せ
る
こ
の
漢
人
の

本
質
を
、
女
賀
人
は
根
本
的
に
如
何
な
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
而
し
て
か
ｘ
る
奴
隷
・
白
由
民
は
如
何
に
し

て
、
叉
何
故
に
登
生
す
る
に
至
り
、
且
つ
如
何
な
る
祀
貧
的
・

國
家
的
意
義
匙
庸
し
た
で
あ
ら
う
か
。
本
稿
は
特
に
太
組
時
代

に
於
け
る
漢
人
白
山
民
の
問
題
を
中
心
的
に
考
察
し
っ
ｘ
、
こ

れ
ら
の
疑
問
に
對
す
る
解
答
を
探
求
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

と
共
に
、
皆
は
「
清
初
に
於
け
る
漢
人
統
御
策
研
究
」
の
第
一

章
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
清
初
の
漢
人
統
御
問
題
の
特
質
を

性
格
づ
け
ん
と
す
る
一
の
試
論
な
の
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

多
く
の
財
源
中
、
土
地
は
最
も
安
全
か
っ
確
賓
な
も
の
と
し

て
、
一
般
に
経
済
的
根
本
生
産
資
源
と
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
清
初
の
女
異
人
の
観
念
は
極
め
て
特
徴

的
で
あ
る
。
即
ち
グ
ル
ン
Ｇ
ｕ
ｒ
ｕ
ｎ

=
國
・
部
・
國
民
・
部
民
な

．
る
語
が
示
す
通
り
、
彼
等
に
は
土
地
も
人
も
同
じ
言
葉
で
理
解

さ
れ
、
或
は
「
汝
等
の
左
程
の
民
を
み
な
殺
し
、
そ
の
土
帥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｇ

土
地
よ
り
産
す
べ
き
高
梁
を
み
な
棄
つ
べ
け
ん
や
」
と
語
ら
れ

て
、
紅
薦
的
に
は
高
梁
な
る
食
料
と
、
土
地
も
人
も
同
一
硯
さ

れ
て
ゐ
る
。

に
耕然，

せ②る

壮
土
で
、

に
「
ｍ
の
不
足
な
る
人
は
追
疆
に
沿
ひ
て
内
外
を
任
意

」
と
言
は
れ
て
ゐ
る
程
で
、
広
漠
た
る
満
洲
の
野
で
は

土
地
は
無
限
で
あ
っ
た
か
ら
、
之
を
経
済
的
に
は
飴
り
重
脱
せ

す
、
た
Ｖ
人
は
元
来
宣
少
で
も
あ
っ
た
し
、
「
養
は
ゞ
、
汝
等

の
手
よ
り
諸
物
み
な
出
づ
。
出
で
し
に
従
０
　
て
取
引
を
な
し
、

良
き
果
物
・
良
き
物
を
産
す
れ
ば
、
そ
は
永
久
の
益
な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

さ
れ
ば
汝
等
を
我
ま
た
慈
む
」
と
、
人
を
よ
り
重
覗
し
て
ゐ
た
。

故
に
臣
下
へ
の
賞
賜
給
具
に
も
、
太
組
タ
ル
ハ
チ
は
土
地
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

て
は
せ
す
、
「
怯
地
ぞ
と
て
五
百
人
の
男
を
具
へ
け
り
」
と
、

人
を
以
て
之
を
な
し
て
ゐ
る
。
更
に
太
組
は
、
「
鋸
珠
金
銀
を

宜
と
碍
す
。
そ
は
何
ぞ
寛
な
る
べ
き
。
寒
き
に
著
る
可
き
か
。

饌
ゆ
る
に
食
ふ
可
き
か
。
部
衆
ｙ
養
ふ
賢
艮
た
る
人
、
部
衆
の

暁
ら
ざ
る
事
を
暁
り
、
造
ら
ざ
る
物
を
造
る
匠
人
、
そ
れ
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

果
し
て
賀
の
寛
な
る
ぞ
」
と
、
人
を
賀
の
寛
と
さ
へ
碍
し
て
ゐ

る
。
此
の
如
く
清
初
の
女
賀
人
に
と
っ
て
は
、
土
地
私
有
の
四
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念
は
未
だ
顕
著
な
ら
す
、
人
こ
そ
経
済
的
根
本
生
産
資
源
で
あ

り
、
｀
寧
ろ
富
そ
の
も
の
と
し
て
貴
ば
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
太
祖
の
言
は
特
に
漢
人
を
指
し
て
語
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
彼
ら
漢
人
は
本
来
高
度
の
農
耕
祇
會
の
人
で
あ
っ
た

し
、
諸
種
０
生
産
技
術
に
も
長
じ
た
文
化
民
族
で
あ
っ
た
則
係

上
、
既
に
明
初
以
来
、
漬
く
狩
猟
生
活
か
ら
農
耕
生
活
へ
の
過

波
期
に
入
り
、
未
だ
充
分
な
耕
作
能
力
に
も
恵
ま
れ
な
か
っ
た

女
真
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
経
済
的
現
賓
生
活
上
、
具
に
漢
人

こ
そ
は
金
銀
珠
玉
に
も
優
る
貴
重
な
賓
で
あ
っ
た
に
違
ひ
た

い
。
さ
れ
ば
周
知
の
如
く
、
明
初
よ
り
漢
人
口
獲
得
は
女
真
人

の
最
も
熾
烈
な
維
済
的
要
求
と
た
っ
て
ゐ
だ
も
の
で
、
或
は
附

近
漢
人
部
落
の
槍
奪
に
よ
り
、
或
は
漢
人
犯
非
者
０
亡
命
に
よ

り
、
愈
と

の
。
優
働
力
を
以
て
。
農
業
生
産
の
主
力
と
な
し
っ
χ
、
彼
等
の
経

済
生
活
を
維
持
し
て
来
た
０
で
あ
っ
た
。
故
に
漢
人
奴
隷
こ
そ

ヅ涜
人
祀
會
の
経
臍
的
基
礎
で
あ
っ
た
と
言
ふ
も
過
言
で
は
な

か
Ｘ
る
傾
向
は
太
祖
ス
ル
ハ
チ
時
代
の
初
葉
に
至
っ
て
も
何

　
　

ら
等
る
所
が
無
か
っ
た
。
萬
暦
十
七
年
の
頃
、
「
奴
兄

認

　

時
々
撫
順
の
諸
堡
に
於
て
、
掠
め
し
所
の
人
口
を
逍
る

゜⑦吟

と

　

赤

人
の
傅
へ
て
ゐ
る
の
は
、
明
か
に
漢
人
口
の
掠
奪
が
行
は
れ
て

ゐ
た
反
誼
で
あ
る
し
、
巡
按
山
東
御
史
０
覆
鳳
榊
が
萬
暦
四
１
　

二
年
に
、
「
近
来
、
罪
を
爛
れ
て
逃
脆
す
る
の
人
、
倶
に
奴
の

塞
を
以
て
窟
穴
と
な
す
。
奴
貧
特
に
一
城
を
築
い
て
之
犯
居
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

し
め
、
琥
し
て
恒
子
城
と
曰
ふ
」
と
報
告
し
て
ゐ
る
の
は
、
漢

人
犯
罪
亡
命
者
の
可
成
り
多
数
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め

る
。
故
に
清
の
腔
親
王
昭
漣
が
「
國
初
の
時
、
’
遼
・
瀋
の
民
を

俘
掠
し
て
、
悉
く
満
臣
０
奴
隷
と
篤
せ
り
」
と
述
べ
て
ゐ
る
の

は
、
前
述
の
如
く
相
富
條
件
の
保
留
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ

ら
漢
人
が
主
と
し
て
奴
隷
と
さ
れ
て
ゐ
た
傾
向
を
物
語
る
も
の

で
あ
り
、
鮮
人
の
之
を
賓
際
に
目
撃
し
た
者
は
、
「
奴
酋
及
び

諸
子
よ
り
下
、
卒
胡
に
至
る
ま
で
、
皆
な

就
肘
侃
あ
り
・
奴
婢
耕
作
１
　
そ
早

謳
訃
？
謂
呆

・
其
の
主
に
輸
す
」
と

傅
へ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
は
奴
隷
が
費
買
さ
れ
る
個
人
所
有
の

富
で
あ
っ
て
、
而
も
農
業
生
産
の
主
力
を
な
し
て
居
り
、
女
賀

人
趾
會
の
経
済
的
基
礎
で
あ
っ
た
様
を
旁
鴛
と
さ
せ
る
。
但
し

此
の
鮮
人
報
告
中
の
奴
婢
と
孵
せ
ら
る
者
の
中
に
は
、
た
ゞ
に

漢
人
の
み
な
ら
す
、
高
度
の
農
耕
穀
會
の
人
と
し
て
は
、
多
く

の
朝
鮮
人
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
之
を
要
す
る
に
営
面
の
漢
人

明

　
　

０
み
に
就
い
て
言
へ
ば
、
漢
人
＝
で
Ｒ
　
Ｎ

　
　
Ｎ
ｉ
ｋ
ａ
ｉ
ｉ
は
主
と
し
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町

　

て
奴
隷
Ｉ
ア
ハ
ｙ
ｌ
と
し
て
女
員
人
祀
會
へ
取
り
入
れ
ら
れ

　
　

て
、
個
人
所
有
的
富
の
内
容
と
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
疑
ひ
だ
・

　
　

い
。
故
に
謂
は
ゞ
此
の
時
代
は
、
佃
人
所
有
物
と
し
て
の
ニ
ヵ

　
　

ン
ｈ
ア
ハ
獲
得
時
代
と
し
て
特
徴
づ
け
得
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
　
　

此
の
情
勢
は
太
祖
の
天
命
年
間
に
入
る
と
可
成
り
の
鍵
化
を

　
　

来
し
て
、
新
た
な
局
面
が
厦
開
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
に
此
の
期

　
　

に
始
ま
つ
だ
太
祖
の
對
明
戦
乎
の
結
果
欝
さ
れ
た
も
の
で
、
夥

　
　

し
き
ニ
カ
ン
ａ
イ
ル
ゲ
ン
N
i
k
a
i
i
　
Ｉ
ｒ
ｇ
ｅ
ｎ
　
=
＾
人
平
民
の
我
生

　
　

こ
れ
で
あ
る
。

　
　
　

抑
―
天
命
三
年
以
来
引
絞
い
て
行
は
れ
た
對
明
戦
季
は
、
太

　
　

祖
を
し
て
遼
東
へ
進
出
せ
し
め
、
逡
に
此
の
地
を
嫁
保
す
る
に

　

。
至
ら
し
め
た
が
、
こ
れ
は
正
に
女
筒
諸
部
族
の
大
統
一
、
高
度

　
　

０
軍
國
的
國
家
服
制
た
る
八
位
制
の
躍
立
等
へ
と
、
内
に
急
激

　
　

な
疲
展
を
遂
げ
た
後
金
國
め
國
家
的
要
求
に
基
き
、
必
然
的
に

　
　

太
組
０
樹
立
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
國
策
の
自
ら
な
る
韮
展
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
太
祖
の
對
明
戦
は
不
可

　
　

避
珀
な
要
求
と
し
て
、
彼
０
統
一
し
た
女
賀
諸
部
族
の
住
す
べ

　
　

き
安
固
な
る
察
土
を
建
設
せ
ん
が
篤
め
に
、
遼
東
の
明
の
勢
力

　
　

を
駆
逐
排
除
し
て
此
の
地
を
確
保
せ
ん
と
し
た
こ
と
、
並
び
に

國
力
の
仲
展
に
件
ふ
財
政
的
要
求
の
必
然
的
酎
大
に
對
處
せ
ん

が
狐
め
に
、
絵
済
的
根
本
生
産
資
源
た
る
ニ
カ
ン
を
よ
り
一
冊

多
く
獲
得
せ
ん
と
し
た
こ
と
、
こ
れ
を
こ
そ
大
目
的
と
し
た
も

の
で
、
遼
東
進
出
の
如
き
は
そ
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
故
に
太
祖
は
敵
國
人
と
し
て
の
ニ
カ
ン
に
對
し
て
も
、
か

Ｘ
る
對
明
戦
の
大
目
的
を
反
映
せ
し
め
た
態
度
な
り
、
處
置
法

な
り
を
取
っ
た
の
で
あ
っ
て
ヽ
或
は
一
一
九
ン
の
「
手
向
へ
る
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

は
殺
す
も
可
な
り
、
手
向
は
ざ
る
人
を
殺
す
勿
れ
」
と
言
０
　
、

或
は
「
従
は
す
し
て
手
向
へ
る
人
を
殺
し
て
、
妻
子
等
を
オ
ル

ジ
○
Ξ
９
俘
虜
と
な
し
５
　
ゐ
る
如
く
、
一
方
で
は
明
力
の

破
壊
を
目
指
し
て
飽
く
ま
で
も
拒
敵
者
の
殺
戮
を
面
行
し
っ

ｘ
、
同
時
に
他
方
で
は
経
臍
資
源
確
保
の
焉
め
に
降
附
者
を
思

養
し
ご

専
念
し
て
ゐ
る
。
此
の
如
き
太
祖
の
對
ニ
カ
ン
處
３
ｇ
法
は
、
凡

て
の
清
太
祖
皆
録
に
徴
し
て
明
か
な
通
り
。
、
此
の
期
に
於
け
る

對
明
戦
の
仝
胎
を
通
じ
て
、
彼
が
常
に
一
貫
し
て
取
っ
た
特
徴

的
な
態
度
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
彼
の
最
初
の
對
明
戦
な
る
天
命

三
年
四
月
ｏ
撫
順
城
を
中
心
と
し
た
攻
略
戦
に
於
て
も
、
大
岨

は
「
其
の
城
の
人
、
彼
の
攻
め
し
時
に
殺
さ
る
ｘ
者
は
殺
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　

ｔ

た
り
。
城
を
得
し
後
は
殺
す
勿
れ
と
養
っ
て
」
ゐ
る
如
く
。
拒
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敵
者
は
断
乎
之
を
殺
戮
し
て
明
力
を
破
壊
し
つ
と

　
　

カ
ン
の
獲
得
に
努
力
し
て
、
此
ｏ
一
戦
で
能
く
三
十
萬
の
オ
ル

　
　

ジ
と
一
千
の
ボ
イ
ゴ
ン
Ｂ
ｏ
ｉ
ｇ
ｏ
ｎ
=
戸
０
取
得
に
成
功
し
て
ゐ

　
　

る
。

　
　
　

こ
ｘ
に
獲
得
せ
ら
れ
た
で

　
　

は
ボ
イ
ゴ
ン
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
果
し
て
彼
等
は
如
何
た
る
性

　
　

質
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
之
を
彼
等
が
享
受
し
た
祀
會
的

　
　

身
分
ｏ
上
か
ら
考
察
し
て
見
る
に
、
此
の
蝦
の
後
、
直
に
太
組

　
　

が
「
衆
大
臣
兵
士
等
に
功
を
笏
り
賞
賜
し
て
、
三
十
萬
の
オ
ル

　
　

ジ
を
衆
兵
に
分

５
　
せ
し
事
賓
や
、
「
撫
順
城
よ
り
従
ひ
米
だ

　
　

り
し
千
ボ
イ
ゴ
ン
の
父
子
兄
弟
を
散
ら
さ
字
、
夫
妻
を
離
れ
し

　
　

め
ず
、
戦
９
　
に
遇
０
　
得
ざ
り
し
兄
弟
・
父
子
・
夫
妻
・
脊
族
・

　
　

家
僕
な
ど
凡
て
を
、
皆
な
家
に
来
、
皆
な
査
べ
て
、
遇
は
せ
し

　
　

め
て
輿
へ
た
り
。
其
の
上
に
馬
・
牛
・
奴
僕
・
衣
服
・
被
裾
排

　
　

子
・
屠
殺
食
用
の
千
頭
の
牛
を
呉
へ
た
り
。
飼
育
せ
よ
と
て

　
　
　

一
家
に
二
頭
宛
の
大
牝
豚
・
四
頭
宛
の
犬
・
五
羽
宛
ｏ
鶯
・
五

　
　

剥
宛
の
鴨
・
七

　

。

　
　
　

⑩

　
　

悉
く
輿
へ
Ｊ
し
事
賓
な
ど
は
、
オ
ル
ジ
が
論
功
行
賞
０
對
象
物

　
　

と
し
て
衆
兵
に
分
呉
せ
ら
れ
、
そ
ｏ
個
人
的
所
有
物
と
せ
ら
る

Ｊ

　

が
如
き
非
人
格
的
・
物
品
的
待
遇
を
受
凪
て
ゐ
る
に
對
し
て
、

Ｊ
イ
ゴ
系
一
が
脊
族
の
團
東
的
私
生
活
を
許
容
せ
ら
れ
ヽ
剰

へ
奴
隷
を
も
含
め
た
諸
種
の
生
活
資
料
の
供
給
す
ら
受
け
て
、

自
由
民
的
恩
養
を
被
っ
て
ゐ
る
様
を
對
照
せ
し
め
て
居
り
、
此

の
爾
者
の
擬
へ
ら
れ
た
観
會
的
身
分
に
著
し
い
差
異
０
あ
る
こ

と
が
如
賓
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
も
前
者
の
如
き
は
、
破
親
主

が
漢
人
の
俘
掠
９
オ
ル
ジ
を
浦
臣
０
奴
隷
９
７
ハ
と
な
す
と
言

っ
た
言
葉
を
想
起
せ
し
め
て
、
オ
ル
ジ
と
さ
れ
た
ニ
カ
ン
が
正

し
く
ア
ハ
な
る
こ
と
を
肯
か
せ
る
で
あ
ら
う
し
、
後
者
０
事
賓

は
、
「
ジ
ュ
セ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
凡
て
六
百
ボ
イ
ゴ
ン
」
・
「
ジ
ュ

セ
ン
ー
イ
ル
。
ゲ
ン
三
千
飴
ボ
イ
ゴ
ン
」
等
と
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ

る
様
に
、
ボ
イ
ゴ
ン
と
は
元
来
後
金
國
民
と
し
て
兵
役
服
務
者

た
る
ジ
ュ
セ
ン
や
兵
役
非
服
者
た
る
イ
ル
ゲ
ン
、
印
ち
之
を
概

言
す
れ
ば
後
金
國
の
自
由
民
に
よ
弓
て
探
咸
吸
ら
わ
し
Ｉ
Ｃ
尤

　
　
　

⑩

る
事
賓
と
相
侯
っ
て
、
ボ
イ
ゴ
ン
に
編
ま
れ
た
ニ
カ
ｗ
が
疑
ひ

も
無
く
廣
義
の
イ
ル
ゲ
ン
９
自
由
民
・
平
民
な
る
こ
と
を
諒
承

せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
約
言
す
れ
ば
、
オ
ル
ジ
は
ア
ハ
と
し
て

ボ
イ
ゴ
ン
は
イ
ル
ゲ
ン
と
し
て
、
夫
々
祀
會
的
身
分
を
異
に
ト
ダ

た
の
で
あ
り
、
後
金
國
へ
取
入
れ
ら
れ
る
ニ
カ
ン
は
、
今
や
此

の
差
別
的
待
遇
を
被
る
こ
と
と
な
っ
た
０
で
あ
る
。

　

ニ
カ
ン
０
此
の
差
別
的
待
遇
の
根
鋒
を
見
る
に
、
元
来
オ
ル
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Ｊ

　

リ
は
「
手
向
へ
る
人
を
殺
レ
ミ
妻
子
５
　
の
其
の
家
族
を
之

　
　

と
な
し
、
ボ
イ
ゴ
ン
は
降
附
し
「
従
ひ
し
人
を
…
…
ボ
イ
ゴ
ン

　
　
　
　

⑩

　
　

と
篤
」
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
敵
性
を
有
し
た
も
の
、

　
　

後
者
は
敵
性
を
示
さ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
の
派
別
が
あ
る
。

　
　

こ
の
嘔
別
の
故
に
こ
そ
、
一
は
ア
ハ
と
し
て
人
格
を
認
め
な
い

　
　

祀
會
的
身
分
に
置
き
、
他
は
イ
ル
ゲ
ン
と
し
て
人
格
を
認
め
た

　
　

祀
會
的
身
分
を
享
受
せ
し
む
る
如
き
、
差
別
的
待
遇
を
輿
へ
た

　
　

も
の
で
あ
ら
う
。
故
に
此
の
差
別
的
待
遇
が
客
観
的
事
賓
と
し

　
　

て
、
彼
ら
に
具
へ
た
賓
際
生
活
上
の
幸
不
幸
を
暫
く
別
問
題
と

　
　
　
　
　

⑩

　
　

す
れ
ば
、
少
く
と
も
太
祖
の
主
観
的
立
場
と
し
て
は
、
オ
ル
ジ

　
　

印
ち
ア
ハ
は
敵
性
を
有
し
た
ニ
カ
ン
ヘ
の
懲
罰
的
處
置
で
あ

　
　

り
、
ボ
イ
ゴ
ン
印
ち
イ
ル
ゲ
Ｎ
は
敵
性
を
示
さ
た
か
っ
た
ニ
カ

　
　

ン
ヘ
の
優
遇
的
處
ほ
と
見
ら
れ
、
こ
０
黙
全
く
大
組
の
對
明
戦

　
　

の
大
目
的
が
素
朴
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
と
言
０
　
得
よ
う
。
さ
れ

　
　

ば
對
明
戦
が
開
始
せ
ら
れ
て
後
は
、
経
済
置
源
た
る
一
一
カ
ヱ
獲

　
　

得
處
置
の
上
に
も
、
太
祖
の
對
明
戦
の
本
質
的
性
格
が
反
映
せ

　
　

ら
れ
て
、
一
は
ア
ハ
と
な
し
他
は
イ
ル
ゲ
ン
と
な
す
如
き
、
敵

　
　

性
の
有
無
に
よ
る
差
別
的
待
遇
が
彼
ら
ニ
カ
ン
の
上
に
加
へ
ら

　
　

れ
る
に
至
っ
た
と
考
へ
ね
ば
な
ら
す
、
従
っ
て
ま
た
女
員
人
の

　
　

う
刀
ン
獲
得
史
上
、
今
や
謂
は
ゞ
こ

イ
ル
ゲ
ン
の
併
介
的
獲
得
時
代
に
入
っ
た
と
言
ひ
得
よ
う
。
而

し
て
ニ
カ
ン
ー
ア
ハ
と
し
て
は
従
前
と
何
等
憂
る
所
を
見
な
い

が
、
こ
れ
と
併
存
的
な
も
の
に
し
ろ
、
た
ゞ
ニ
カ
ン
ー
イ
ル
ゲ

ン
の
狸
生
は
對
明
戦
開
始
後
の
新
局
面
と
し
て
特
に
注
目
せ
ね

錘
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

然
る
に
こ
の
局
面
が
史
に
進
展
し
て
、
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ｙ

の
腿
生
が
支
配
的
な
時
代
と
な
る
の
は
、
太
岨
が
遼
東
確
保
に

成
功
し
た
天
命
六
年
三
月
二
十
一
日
以
降
に
於
て
で
あ
っ
た
と

思
は
れ
る
。

　

先
づ
之
を
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
腿
生
の
数
量
的
見
地
か
ら
眺

め
て
も
、
撫
順
戦
以
後
こ
の
朋
に
入
る
迄
で
は
、
天
命
四
年
七

月
開
原
の
千
總
王
一
屏
以
下
散
人
の
明
の
官
員
に
が
二
１
　
瞳
人
の

ニ
カ
ン
を
帯
同
し
て
降
附
し
来
っ
た
以
外
、
他
は
殆
ど
皆
な
後

金
國
軍
の
攻
掠
に
よ
る
明
兵
０
殺
戮
乃
至
オ
ル
ジ
の
獲
得
が
行

は
れ
た
の
み
で
、
ニ
カ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
の
腰
生
は
極
め
て
稀
で

　
　
　

⑩

あ
っ
た
。
然
る
に
此
の
歳
天
命
六
年
三
月
二
十
一
日
、
太
祖
が

明
の
遼
東
経
管
の
中
心
抹
勁
遼
陽
城
を
奪
取
し
て
、
直
に
此
處

を
後
金
國
の
新
都
と
健
め
、
逆
に
今
や
對
明
戦
の
策
源
地
、
遼

東
確
保
の
牙
城
た
ら
し
め
て
よ
り
は
、
「
数
日
の
間
に
金
・
復
・
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海
・
蓋
の
州
衛
も
、
悉
く
傅
檄
し
て
陥
５
　
逡
に
遼
河
以
東
の

一
一
カ
ン
は
殆
ど
み
な
降
附
し
婁
す
こ
と
と
な
っ
た
。
清
人
は
こ

れ
を
叙
し
て
、
「
河
東
の
大
小
七
十
餓
城
０
官
民
悉
く
頭
を
剃

り
、
城
も
ろ
共
に
轟
く
従
０
　
た
晦
」
と
か
、
「
河
東
の
明
國
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

を
悉
く
従
は
し
め
て
、
頭
を
剃
り
た
り
」
等
と
述
べ
て
ゐ
る
・

　

こ
Ｘ
に
剃
髪
と
言
っ
て
ゐ
る
の
は
、
既
に
周
知
の
通
り
、
後

金
國
人
０
「
上
下
共
に
頭
を
そ
り
、
て
っ
ぺ
ん
に
一
寸
四
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

程
頂
に
毛
を
残
し
、
長
く
し
て
三
つ
に
組
置
く
」
民
風
を
指
し

た
も
の
で
、
ニ
カ
ン
・
に
し
て
後
金
國
の
「
手
に
入
ら
れ
候
處
の

人
共
、
縫
担
人
の
如
ぐ
頭
を
剃
、
す
こ
し
毛
を
残
し
申
に
『
て
、

　
　

此
の
風
俗
に
従
ふ
こ
と
が
、
先
づ
何
よ
り
も
彼
等
が
降
附
の
明

　
　

蚕
豆
大
阻
か
ら
は
「
今
や
吾
が
イ
ル
ゲ
ｙ
な
る
９
　
と
膳
ぞ

　
　

ら
れ
、
で

　
　

と
し
て
の
恩
養
を
享
受
す
べ
き
手
段
で
あ
っ
た
事
は
、
今
更
ら

　
　

贅
言
を
要
す
ま
い
。
敗
に
こ
れ
ら
清
人
ｏ
所
傅
は
、
こ
の
役
に

　
　
　

一
雄
に
し
て
多
敷
ｏ
明
人
が
後
金
國
民
と
さ
れ
て
、
今
や
夥
し

　
　
　

い
』
一
カ
ン
＝
イ
″
ゲ
ル
の
騒
生
を
見
る
に
至
っ
た
事
を
物
語
る

　
　
　

も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　

然
る
に
此
の
情
勢
は
恂
も
進
展
を
見
せ
る
０
で
あ
る
。
部
ち

２

　

更
に
不
断
に
太
１
　
の
辣
腕
は
對
明
戦
へ
と
振
は
れ
て
、
天
命
七

　

年
正
月
廣
寧
城
を
獲
得
す
る
に
至
っ
て
は
、
そ
の
勢
遂
に
遼
西

　

に
も
伸
び
て
、
今
ま
た
新
た
に
遼
酉
の
「
凡
て
四
十
蝕
城
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

　
　
　
　
　
　

⑩

　

民
似
、
各
―
そ
の
属
下
の
民
を
率
ゐ
て
悉
く
従
」
ふ
に
及
ん

。
だ
。
か
く
て
遼
陽
城
攻
略
後
、
僅
か
こ
の
十
ヶ
月
間
で
、
太
咀

　

は
仝
遼
地
帯
を
掌
握
す
る
に
庶
幾
い
態
勢
を
示
し
た
０
で
あ
っ

　

た
。
勿
論
こ
の
聞
に
は
、
本
國
明
や
興
國
朝
鮮
な
ど
へ
逃
宜
し

　

た
り
、
或
は
鑓
江
に
於
け
る
如
き
空
し
い
抵
抗
を
試
み
た
明
人

　

の
如
き
も
存
し
は
し
た
が
、
今
や
大
勢
は
既
に
決
し
て
、
「
南

　

は
族
順
よ
り
北
は
開
原
に
至
り
、
東
は
鑓
江
よ
り
西
は
廣
寧
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

琴

　

至
り
、
皆
な
之
を
撫
養
す
」
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
仝
遼

　

一
帯
の
胡
人
は
殆
ど
挙
げ
て
う

　

見
て
よ
か
ら
う
。
た
ゞ
其
の
總
敷
が
果
し
て
如
何
程
で
あ
っ
た

　

か
ヽ
具
醍
的
に
挙
宸
し
得
ぬ
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
ヽ
明
の
遼
東

　

巡
撫
周
永
春
の
塘
報
な
ど
か
ら
推
し
て
、
彼
等
ニ
カ
ン
＝
イ
ル

　

ゲ
ン
は
殆
ど
後
金
國
女
翼
民
の
仝
口
数
に
も
匹
敵
し
’
、
後
金

ｙ
國
民
の
人
口
数
は
一
躍
し
て
倍
加
さ
れ
た
程
の
、
極
め
て
夥
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

い
数
に
上
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
此
の
如
く
其

　

の
数
量
的
見
地
か
ら
し
て
も
、
一
一
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
の
此
の
急

。
激
な
増
加
ぶ
り
は
、
確
に
此
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
言

　

ひ
得
よ
う
。
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史
に
之
を
ニ
カ
ヱ
９
イ
ル
ゲ
ン
疲
生
の
皆
際
的
見
地
か
ら
眺

め
て
も
、
従
来
後
金
國
は
優
遇
的
處
ａ
と
し
て
敵
性
を
示
さ
な

か
っ
た
降
附
ニ
カ
ン
を
ニ
カ
ン
Ｇ
イ
ル
ゲ
ン
と
な
し
て
居
り
、

こ
れ
と
ニ
カ
ン
リ
ア
ハ
と
を
併
合
的
に
獲
得
し
て
ゐ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
後
金
國
の
『
一
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ヱ
に
對
す
る
獲
得
態
度

は
極
め
て
前
極
的
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
天

命
六
年
三
月
遼
陽
城
攻
略
後
は
、
ニ
カ
ン
を
「
招
き
脅
し
て
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

を
剃
ら
し
め
、
順
は
ざ
る
軍
民
を
殺
さ
ん
と
要
」
め
た
程
で
、

殺
死
を
以
て
脅
か
し
て
ま
で
も
ニ
カ
ン
に
剃
髪
を
強
要
し
、
彼

等
を
強
制
的
に
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
た
ら
し
め
て
居
り
、
最
早

や
こ
れ
は
優
遇
的
處
置
か
ら
で
、
全
く
有
目
的
的
だ
が
制
的
處

置
へ
と
化
し
去
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
又
こ
れ
と
平
行
的
に
ニ
カ

ン
ａ
イ
ル
ゲ
ン
の
獲
得
態
度
に
も
鍵
化
を
来
し
て
、
従
前
の
オ

ル
ジ
と
の
、
即
ち
佃
人
所
有
物
乃
至
佃
人
財
産
た
る
べ
き
ニ
カ

ン
ｈ
ア
ハ
と
の
併
合
的
獲
得
態
度
は
止
揚
せ
ら
る
ｘ
に
至
り
、

今
や
太
組
自
身
が
「
ボ
イ
ゴ
ン
を
勉
め
て
作
れ
よ
、
オ
ル
ジ
を

　
　
　
　
　
　

渉

如
何
す
る
ぞ
慨
」
と
督
勣
せ
る
如
く
、
只
管
ボ
イ
ゴ
ン
の
み
の
、

印
ち
後
金
國
民
た
る
べ
き
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
０
み
の
輩
一
的

獲
得
態
度
が
取
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
此
の
如
く
こ
の
期
に
及
ん

で
、
ニ
カ
ン
ａ
イ
ル
ゲ
ン
獲
得
の
態
度
は
頗
る
積
極
化
さ
れ
て

来
て
ゐ
る
が
、
か
ｘ
る
傾
向
を
最
も
如
賓
に
指
示
す
る
の
は
、

太
祖
が
「
各
自
の
園
の
ト
ク
ソ
と
て
あ
り
け
る
ニ
カ
ン
等
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

皆
だ
男
を
数
へ
る
所
に
會
さ
し
め
に
途
れ
よ
」
と
令
し
て
、
之

を
宣
行
せ
し
め
た
事
賓
で
あ
ら
う
。

　

何
と
な
れ
ば
第
一
に
、
此
處
に
云
ふ
ト
ク
ソ
Ｈ
ｏ
ｒ
ｏ
ａ
抱

克
索
と
は
、
李
民
寞
な
ど
の
所
謂
「
農
庄
」
を
指
す
も
の
で
、

清
文
鑑
巻
十
九
城
廓
の
部
に
「
田
を
作
ら
し
め
る
人
を
住
ま
は

せ
し
所
を
ト
ク
ソ
と
孵
す
」
と
説
明
し
、
「
荘
屯
」
と
漢
謬
し

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
扇
し
た
人
々
が
ア
ハ
で
あ
っ
た
事
は
、
満

文
老
拙
の
賓
際
の
使
用
例
に
、
「
ト
ク
ソ
の

人
々
を
指
し
て
、
ま
た
別
に
「
田
を
作
る
ア

　
　
　
　
　

⑩

家
の
八
百
人
」
の

　

⑩

　

ハ
」
と
も
稀
し
て

ゐ
る
事
の
あ
る
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
ト
ク
ソ
と

て
あ
り
け
る
ニ
カ
ヱ
等
」
が
ニ
カ
ン
９
ア
ハ
で
あ
っ
た
事
は
間

違
ひ
た
い
所
で
あ
ら
う
。
而
も
第
二
に
、
ご
の
ニ
カ
ン
等
を

　

「
男
を
数
へ
る
所
に
會
さ
し
め
に
逍
る
」
事
は
、
此
の
期
に
於

け
る
大
組
の
漢
人
統
御
政
策
賓
施
上
の
基
本
的
な
處
置
に
し

て
、
恰
も
吾
が
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家
康
等
が
近
世
初
期
の
封
建

制
度
確
立
期
に
際
し
、
其
の
根
本
的
大
事
業
と
な
し
た
彼
の
嶮

地
に
も
比
す
べ
き
性
格
の
、
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
の
口
数
調
査

を
な
す
篤
め
で
あ
っ
て
、
賓
に
彼
が
土
地
課
税
牧
入
に
基
く
國
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家
財
源
を
確
保
し
、
且
つ
封
地
を
臣
下
へ
給
昇
そ
ん
が
篤
め
・
の

　
　

基
礎
的
準
備
と
し
て
の
土
地
検
杏
で
あ
『
つ
た
如
く
、
此
は
イ
ル

　
　

ゲ
ン
の
賦
役
貢
税
に
基
く
國
家
財
源
を
確
保
し
、
。
且
つ
封
祗
と

　
　

し
て
イ
ル
ゲ
ン
を
臣
下
へ
給
輿
せ
ん
が
篤
め
の
、
基
礎
的
準
術

　

’
と
し
て
の
イ
ル
ゲ
ン
の
人
口
数
調
査
で
あ
・
つ
た
か

‰

　

「
男
砂

　
　

数
へ
る
所
に
會
さ
し
め
に
逡
」
ら
れ
た
ニ
カ
ン
等
が
、
既
往
は

　
　

知
ら
す
少
く
と
も
今
後
は
、
一
一
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
で
み
っ
だ
事

　
　

は
疑
ひ
な
い
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
此
の
事
賓
は
、
今
や
太
祖
が

　
　

ニ
カ
ン
リ
ア
ハ
を
解
放
し
て
ま
で
も
、
ニ
カ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
だ

　
　

ら
し
め
る
に
至
っ
た
事
を
物
語
る
も
０
　
で
、
此
の
期
に
於
け
る
。

　
　
　

ニ
カ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
獲
得
の
態
度
の
頗
る
積
極
化
し
た
様
を
明

　
　
　

示
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
・

　
　
　

此
の
如
く
一
一
カ
ン
６
イ
ル
ゲ
ン
に
開
し
、
天
命
六
年
三
月
遼

　
　

陽
城
獲
得
遷
嫉
後
は
前
期
に
比
し
て
、
其
の
獲
生
の
数
量
的
見

　
　

地
よ
り
す
れ
ば
急
激
な
噌
加
ぶ
り
を
見
せ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
其

　
　

の
獲
得
上
の
賓
際
的
見
地
よ
り
し
て
も
、
一
一
カ
ン
ａ
イ
ル
ゲ
ジ

　
　

た
ら
し
め
る
太
祖
の
處
ほ
は
優
遇
的
な
性
格
を
失
っ
て
有
目
的

　
　

的
な
強
制
的
性
格
を
帯
び
る
に
至
り
、
ニ
カ
ン
９
７
ハ
こ
カ

　
　

ン
９
イ
ル
ゲ
ン
の
併
合
的
獲
得
態
度
は
止
揚
さ
れ
て
、
一
一
力

2
8

　
　

ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
の
み
の
軍
一
的
獲
得
態
度
へ
と
藤
展
し
、
前
極

よ
り
積
極
へ
と
、
凡
て
對
肌
的
な
特
１
　
だ
遺
展
を
見
せ
て
ね

る
。
故
に
謂
は
ゞ
此
の
時
代
は
・
Ｔ

と
し
て
特
徴
づ
け
て
充
分
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

五

　

此
の
如
く
一
一
カ
ン
ｈ
イ
ル
ゲ
ン
獲
得
の
態
度
が
積
極
化
し
た

所
以
に
就
い
て
、
第
一
に
疑
問
と
な
る
の
は
、
何
故
に
大
組
が

彼
等
を
左
程
ま
で
も
強
く
要
求
す
る
に
至
り
た
か
の
問
題
で
あ

る
。
蓋
し
そ
れ
は
・
Ｔ

の
切
賓
な
要
求
に
廊
じ
得
る
も
の
が
あ
つ
た
か
ら
で
、
そ
の
鮎

を
先
。
つ
究
明
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
然
る
に
ニ
カ
ン
９
イ
ル
ゲ
ン

の
其
の
基
本
的
な
姿
は
、
漏
文
老
槍
に
次
の
様
な
素
描
を
得
て

　

⑩

ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ

　

り

　

一
、
女
流
と
一
一
カ
ン
と
を
一
家
に
共
住
せ
よ
。
粟
を
共
に
食

　

ぐ

　
　
　

へ
。
家
畜
に
草
根
を
共
に
輿
へ
よ
０
９
°
’
９
°
゛
女
箕
も
ニ
カ
｀

　
　

゛
ン
も
皆
な
汗
の
イ
ル
ゲ
ン
と
な
り
し
な
り
ぺ
＝
!
;
ｉ
:
l
l
m

　

j

　

二
、
英
明
汗
は
、
住
む
家
・
食
ふ
粟
・
耕
す
田
を
辨
じ
て
興

　

ぐ

　
　
　

ふ
る
ぞ
。
國
民
を
養
ふ
こ
と
公
明
に
し
て
、
天
の
慈
む

　
　
　

を
ヽ
汝
等
～
何
心
知
ら
で
詣
談

　

丿

　

三
、
各
省
の
ニ
カ
ン
等
は
、
「
皆
な
同
一
汗
の
イ
ル
ゲ
ン
な

　

ぐ

　
　
　

り
・
粟
を
共
に
食
ひ
、
家
に
共
に
住
ま
ん
と
欲
す
’
我
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等
を
何
ぞ
移
住
せ
し
む
る
や
」
と
請
へ
’
り
と
、
訴
へ
来

　
　
　

れ
り
。
聞
け
ば
其
の
言
も
亦
宜
な
『
り
‐
－
一
Ｉ
－
｜
詣
廿
言

　

聊
ヽ
遼
東
の
城
鸞
の
中
に
汗
の
住
む
小
城
を
造
ら
ん
と
ゝ

　
　
　

女
流
・
ニ
カ
ン
を
分
配
し
て
、
家
壊
ち
・
地
均
し
を
１
　

　
　
　

三
日
に
始
め
た
り
ほ
作
託
宍
六

　

丿

　

五
、
ニ
カ
ン
等
に
下
せ
る
１
　
、
「
二
十
人
に
一
人
を
兵
に
立

　

ぐ

　
　
　

た
し
む
。
兵
に
立
ち
し
人
は
汗
の
城
に
住
す
。
何
事
か

　
　
　

あ
ら
ば
そ
れ
を
造
す
…
…
…
」
に
詰
詐
・

　

ｊ

　

六
、
一
年
に
一
男
の
貢
の
差
出
す
も
の
は
、
貢
の
粟
・
貢
の

　

ぐ

　
　
　

銀
・
軍
馬
に
あ
て
が
ふ
趙
、
總
計
三
附
％
…
…
Ｊ
ｗ
作
い

　
　
　

Ｉ

　

右
の
Ｉ
か
ら
は
、
ニ
カ
ン
も
女
真
人
と
同
等
の
太
１
　
の
イ
ル

　
　
　

ぐ

ゲ
ン
と
し
て
、
對
等
の
生
活
が
許
容
さ
れ
て
ゐ
た
事
が
分
る
。

　
　

ｊ

印
ち
二
の
如
久
、
太
阻
は
彼
等
を
保
護
統
治
し
て
、
其
の
生
活

を
保
鐙
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
三
に
於
け
る
通
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぐ

一
種
の
唐
利
と
し
て
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
の
主
張
し
、
要
求
す

る
こ
と
の
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
彼
等
は
奎
だ
汗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　
　

ｊ

乃
至
は
國
家
へ
の
奉
仕
義
務
と
し
て
、
四
の
力
役
一
五
の
兵
役

と
共
に
、
六
の
如
き
諸
種
の
貢
と
し
て
納
税
的
義
務
が
課
や
ら

　
　
　
　

ぐ

れ
て
ゐ
た
。
此
の
如
く
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
は
國
家
乃
至
汗
に

對
し
て
、
後
金
國
民
た
る
べ
き
義
務
と
複
利
と
を
有
し
て
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

り
、
正
に
大
組
に
取
っ
て
は
「
兵
を
釜
し
、
叉
銭
雨
を
噌
す
」

べ
き
國
家
富
強
の
源
泉
で
あ
・
つ
た
の
で
あ
る
。

　

然
る
に
こ
ｘ
に
注
意
す
べ
き
は
、
大
組
が
「
粟
な
き
人
を
仇

敵
と
思
は
ん
哉
」
と
柳
し
っ
χ
、
各
ニ
カ
ヱ
＝
イ
ル
ゲ
ン
の
所

有
粟
の
量
を
検
査
し
て
、
標
準
一
定
量
に
達
し
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
之
を
仇
敵
と
呼
ん
で
非
國
民
硯
し
た
の
み
た
ら
す
、
遂

に
は
之
か
ら
イ
ル
ゲ
ン
た
る
の
賢
格
特
唐
ま
で
も
剥
奪
し
て
、

　

「
ア
ハ
と
な
さ
ん
」
と
云
ふ
制
度
を
設
け
る
に
至
っ
た
事
賓
で

　

図

あ
る
。
思
ふ
に
元
来
、
鮮
人
も
「
得
遼
の
後
は
一
人
も
殺
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

す
、
轟
く
頭
髪
を
剃
り
て
、
前
の
如
く
農
作
せ
し
む
」
と
傅
へ

た
程
で
、
太
祖
は
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
を
一
般
に
主
と
し
て
農

耕
へ
従
事
せ
し
め
、
「
金
銀
の
出
づ
る
地
の
人
は
、
田
を
耕
す

時
節
に
掘
る
勿
れ
。
田
の
仕
事
を
遅
ら
さ
す
、
田
乞
耕
す
暇
の

出
で
し
時
に
、
金
を
淘
き
度
し
銀
を
淘
き
度
し
と
願
ふ
人
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

１
　
面
を
上
り
て
淘
げ
よ
」
と
令
し
た
位
そ
の
農
耕
へ
の
勉
励
を

求
め
っ
χ
、
而
も
か
く
し
て
得
ら
れ
た
収
穫
の
一
部
が
、
「
貢

の
栗
」
Ａ
ｌ
ｂ
ａ
ｎ
　
i
　
Ｔ
ｅ
ｋ
ｕ
と
し
て
の
収
入
で
、
後
金
國
の
根
本
的

な
國
家
財
源
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か

ら
心

所
有
粟
が
標
準

規
定
量
に
も
充
た
な
い
程
の
怠
農
者
は
、
國
家
に
釜
た
く
、
イ

ル
ゲ
ン
と
し
て
恩
養
す
べ
き
賓
格
な
し
と
篤
し
、
か
Ｘ
る
處
置
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に
出
て
ア
ハ
と
な
す
に
至
っ
た
ｏ
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
此
の
事

　
　

賓
は
、
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
た
る
の
資
格
が
郎
ち
農
耕
者
と
し

　
　

て
の
経
済
的
奉
仕
完
逡
に
存
せ
し
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
太

　
　

祖
が
本
来
高
度
の
農
耕
赴
會
人
・
文
明
殷
會
人
と
し
て
の
彼
等

　
　

へ
、
適
材
適
揖
的
に
、
軍
事
的
奉
仕
よ
り
も
寧
ろ
経
済
的
奉
仕
。

　
　

の
方
を
、
基
本
的
な
義
務
と
し
て
頗
る
強
く
要
求
し
て
ゐ
た
炳

　
　

を
明
示
せ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
太
腹
に
取
っ
て

　
　

は
、
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
こ
そ
正
に
後
金
國
の
根
本
的
財
政
資

　
　

源
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　

此
の
如
Ｘ
ニ
カ
″
＝
イ
ル
ゲ
ン
は
後
金
國
の
兵
食
を
考
す
ぺ

　
　

き
源
泉
で
あ
り
、
殊
に
す
ぐ
れ
た
財
政
資
源
で
あ
っ
た
の
で
あ

　
　

。
る
。
故
に
で

　
　

れ
ば
國
家
財
政
資
源
の
獲
得
増
加
で
あ
り
、
後
金
國
の
強
力
化

　
　

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
や
太
祖
は
遼
東
奪
取
に

　
　

成
功
し
て
一
庶
此
の
地
へ
進
出
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
こ

　
　

の
地
は
明
に
取
っ
て
も
京
師
北
京
の
肩
背
の
要
地
で
あ
っ
た
か

　
　

ら
、
そ
れ
だ
け
明
の
反
撃
態
勢
も
熾
烈
の
度
を
堵
し
て
来
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

る
０
で
あ
っ
た
。
故
に
之
を
排
し
て
飽
く
ま
で
も
此
の
地
を
確

　
　

保
せ
ん
と
す
る
に
は
、
太
祖
と
し
て
一
勝
兵
・
食
堵
加
０
必
要

認

　

が
痛
感
さ
れ
、
後
金
國
の
強
力
化
が
切
望
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ

た
に
逡
ひ
た
い
。
か
χ
る
時
代
的
要
求
に
迫
ら
れ
て
、
今
や
太

阻
は
國
家
的
意
ぱ
の
下
に
、
個
人
財
産
と
し
て
直
接
に
は
國
家

へ
益
の
少
い
予
カ
ン
９
ア
ハ
は
之
を
棄
て
去
り
、
直
接
國
家
の

力
と
な
る
べ
き
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
の
み
を
怪
く
要
求
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
だ
の
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、
正
に
ニ
カ

ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
獲
得
の
積
極
化
は
、
太
岨
の
國
家
的
意
圖
の
登

露
と
も
見
る
べ
き
で
、
全
く
彼
の
遼
東
進
出
に
よ
っ
て
斎
さ
れ

　
　
　
　
　
　

⑩

だ
鴬
然
の
鮎
結
で
あ
っ
た
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　

六

　

後
金
國
の
財
政
賢
源
た
る
ニ
カ
。
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
が
、
此
の
時

代
に
入
っ
て
積
極
的
に
獲
得
せ
ら
れ
た
認
め
、
数
量
的
に
は
仝

後
金
國
民
０
略
よ
牛
敷
に
達
し
た
程
の
、
置
喰
ぶ
り
を
見
せ
た

事
は
既
に
述
べ
七
置
い
た
。
此
の
謳
き
大
量
の
財
政
資
源
の
集

積
は
、
軍
に
後
金
國
の
財
政
を
強
化
確
立
せ
し
む
る
に
役
立
っ

た
の
み
な
ら
す
、
寧
ろ
進
ん
で
は
財
政
的
基
礎
を
構
成
す
る
に

至
っ
た
と
思
は
れ
る
。
此
０
素
晴
ら
し
い
國
家
力
の
源
泉
を
得

た
以
上
、
而
も
そ
れ
が
凡
て
太
祖
の
國
家
的
意
圖
の
醍
露
の
凝

結
で
あ
っ
た
だ
け
把
、
後
金
國
で
は
必
然
的
に
。
君
主
醒
の
伸
長

を
来
た
し
、
國
家
服
制
０
整
備
披
充
を
見
せ
た
に
違
ひ
な
い
。

果
し
て
天
命
六
年
八
月
の
東
京
城
・
の
構
築
宣
言
並
び
に
其
の
著
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介

四

　

エ
の
如
き
、

同
１
　
一
月
１
　
日
の
諸
貝
勒
以
下
百
官
の
朝
參
制
の

号

確
立
の
如
き
’
、
或
は
天
命
七
年
正
月
十
五
日
の
諸
貝
勒
大
臣
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徊

の
忠
勤
誓
約
書
の
上
呈
の
如
き
、
君
主
脈
の
仲
長
と
國
家
回
制

の
整
備
を
示
す
諸
事
蜜
が
檀
出
し
て
来
て
ゐ
る
が
、
就
中
天
命

七
年
三
月
三
日
に
於
け
る
八
固
山
制
の
整
備
披
充
の
如
き
匈
、

共
の
尤
な
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

何
と
な
れ
ば
こ
れ
迄
は
、
八
固
山
制
立
っ
も
固
山
貝
勒
は
六

人
あ
っ
た
の
み
で
、
毎
固
山
一
人
宛
の
整
備
さ
が
訣
げ
、
加
之
、

大
組
も
其
の
一
人
と
し
て
、
汗
た
る
と
同
時
に
固
山
貝
勒
的
地

位
は
、
未
だ
他
の
五
人
と
同
列
に
位
し
た
と
兄
る
べ
く
、
形
式

的
に
は
少
く
と
も
君
主
脈
の
微
弱
さ
が
示
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
る

に
こ
れ
よ
り
八
固
山
貝
勒
が
任
命
さ
れ
て
、
各
固
山
に
一
人
宛

の
固
山
貝
勒
あ
り
、
こ
ｘ
に
高
度
の
軍
國
的
國
家
回
制
た
る
八

岡
山
制
は
整
術
瑞
充
を
逡
げ
、
同
時
に
ま
た
太
祖
自
身
は
、
彼

等
八
人
の
上
に
超
然
と
汗
０
位
に
の
み
卯
く
こ
と
と
な
っ
て
、

形
式
的
に
も
君
主
脈
の
優
越
尊
賎
が
誇
示
せ
ら
る
ゝ
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ｙ
の
腿
生
こ
そ
、
後
金

國
の
君
主
脈
を
瞳
立
せ
し
め
、
國
家
信
制
を
整
備
鎖
充
せ
し
め

た
一
の
要
因
で
あ
っ
た
と
も
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

此
の
如
く
i
l
カ
ン
＝
イ
ル
ダ
″
は
後
金
國
の
財
政
的
基
礎
を

構
成
し
、
延
い
て
は
八
囚
山
制
整
備
の
一
要
因
を
な
し
た
の
で

あ
る
。
而
も
八
固
山
制
た
る
や
後
金
國
の
高
度
の
軍
國
的
國
家

服
制
で
あ
り
、
寧
ろ
後
金
國
の
國
家
そ
の
も
の
と
言
ふ
べ
き
も

の
で
あ
る
、
か
ら
、
こ
の
期
に
於
け
る
後
金
國
は
、
か
ｘ
る
立
場

か
ら
眺
め
る
と
、
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
を
基
礎
と
し
て
、
共
の

上
に
築
き
行
か
れ
た
女
流
人
の
國
家
で
あ
っ
た
と
も
見
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
然
る
に
本
来
ニ
カ
ン
＝
＝
漢
人
は
個
人
主
義
的
・

自
由
主
義
的
世
界
観
に
立
つ
商
業
即
飲
會
の
人
で
あ
り
、
女
員

人
は
な
ほ
氏
族
制
時
代
的
な
残
滓
を
留
め
て
、
多
分
に
仝
膿
主

義
的
・
統
制
主
義
的
世
界
観
に
立
て
る
封
建
的
祀
會
の
人
で
あ

っ
た
。
故
に
今
の
後
金
國
家
経
管
の
姿
は
、
漢
人
の
個
人
主
義

的
・
自
由
主
義
的
経
臍
機
構
を
地
盤
と
し
て
、
そ
の
上
に
女
真

人
の
仝
服
主
義
的
・
統
制
主
義
的
政
治
機
構
を
打
ち
建
で
ん
と

す
る
、
一
の
建
築
に
も
啓
へ
ら
れ
よ
う
。
か
よ

せ
ん
と
し
た
太
岨
の
設
計
が
、
印
ち
彼
の
漢
人
統
御
政
策
で
あ

り
、
か
ｘ
る
建
築
が
進
め
ら
れ
て
、
此
の
異
質
の
困
世
界
観
が

接
鯛
摩
擦
し
て
行
っ
た
歴
史
的
展
開
こ
そ
、
太
組
の
漢
人
統
御

策
賓
施
の
跡
で
あ
っ
た
。
而
し
て
か
ゝ
る
建
築
が
現
官
的
に
築

造
さ
れ
得
な
い
不
可
能
を
受
っ
て
、
其
の
設
計
案
を
改
め
た

の
が
、
天
命
１
　
年
１
　
月
の
　
１
　
ク
″
制
上
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唇

　
　

る
。
か
く
て
後
金
國
の
ニ
ヽ
カ
ン
獲
得
形
態
は
、
再
び
茸
の
ニ
カ

　
　

ン
＝
ア
ハ
獲
得
時
代
へ
と
逆
拝
し
た
か
に
似
て
、
多
く
の
ニ
カ

　
　

ン
は
ア
ハ
と
さ
れ
、
今
期
の
ニ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
獲
得
時
代
は
、

　
　

こ
Ｘ
に
終
幕
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

之
を
要
す
る
に
ニ
カ
・
ン
獲
得
の
形
態
に
立
脚
し
て
、
太
阻
時
’

　
　

代
の
時
代
涯
分
を
立
て
る
と
、
第
一
期
は
太
咀
の
最
初
か
ら
天

　
　

命
三
年
四
月
ま
で
の
ニ
カ
ン
＝
ア
ハ
獲
得
時
代
、
第
二
期
は
こ

　
　

れ
よ
り
天
命
六
年
三
月
ま
で
の
ニ
カ
ン
＝
ア
ハ
ー
ニ
カ
ン
＝
イ

　
　

ル
ゲ
ン
の
併
合
的
獲
得
時
代
、
第
三
期
は
又
こ
れ
よ
り
天
命
十

　
　

年
十
月
に
至
る
に
Ｉ
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン
獲
得
時
代
と
な
す
こ
と
が

　
　

出
来
る
。
而
し
て
第
四
期
は
次
の
太
宗
の
時
代
初
期
に
跨
が
る

　
　

ト
グ
ソ
制
時
代
で
、
こ
れ
は
太
宗
時
代
に
属
せ
し
め
て
別
稿
に

　
　

譲
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
此
の
期
に
入
る
や
漢
人
は
可
成
り
多

　
　

散
が
ア
ハ
と
さ
れ
、
ニ
カ
ン
獲
得
の
形
態
で
は
第
一
期
に
類
似

　
　

す
る
に
至
る
の
で
あ
・
る
。
故
に
趙
親
王
昭
漣
か
、
「
國
初
時
、
俘
掠

　
　

遼
瀋
之
民
、
悉
篤
漏
臣
奴
隷
。
文
皇
帝
掴
之
、
抜
其
少
壮
者
篤

　
　

兵
、
設
左
右
爾
翼
」
と
言
０
　
、
大
阻
時
代
は
漢
人
を
悉
く
海
臣

　
　

の
奴
隷
と
か
し
て
ゐ
た
が
、
太
宗
時
代
に
な
り
始
め
て
之
を
兵

　
　

と
な
し
、
自
由
民
と
な
す
に
至
っ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
の
は
、
蓋

2
9

　

し
此
の
第
四
期
の
ト
ク
ソ
制
時
代
に
於
け
る
漢
人
の
奴
隷
と
さ

れ
て
ゐ
た
情
勢
が
、
太
宗
時
代
に
及
ん
で
改
訂
さ
れ
た
次
第
を

指
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
解
し
て
始
め
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

先
に
提
出
し
た
疑
問
も
完
全
に
氷
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
此
の
時
代
涯
分
の
持
つ
意
義
に
就
い
て
附
言
し
た

い
。
既
に
第
二
期
は
、
ニ
カ
ン
＝
ア
ハ
ー
カ
ン
＝
イ
ル
ゲ
ン

の
併
合
的
獲
得
時
代
と
し
て
、
太
祖
の
ニ
カ
ン
獲
得
の
態
度
・

形
態
な
ど
の
外
面
的
・
形
式
的
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
第
一
期
の

ニ
カ
ン
ー
ア
ハ
獲
得
時
代
と
第
三
期
の
一
一
カ
ン
‥
イ
ル
ゲ
ン
獲

得
時
代
と
の
、
過
波
的
時
代
と
見
倣
し
得
る
で
あ
ら
う
が
、
之

を
内
面
的
・
精
祁
的
立
場
か
ら
眺
め
て
も
、
果
し
て
過
波
時
代

と
考
へ
得
る
で
あ
ら
う
か
。
元
来
、
ア
ハ
は
個
人
財
産
と
し
て

國
家
に
は
直
接
の
益
少
く
、
其
の
獲
得
自
身
に
は
直
接
國
家
的

意
圖
の
獲
現
を
見
な
い
の
で
あ
ぶ
が
、
干
カ
ン
ー
イ
ル
ゲ
ン
に

至
っ
て
は
直
接
國
家
力
０
源
泉
と
し
て
、
其
の
獲
得
に
は
太
祖

の
強
に
り
國
家
的
意
圖
の
腿
現
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
此
の
意
味

に
於
て
、
第
一
期
は
國
家
的
意
圖
の
登
現
少
く
し
て
個
人
的
欲

求
の
支
配
的
な
時
代
で
あ
り
、
第
三
期
は
佃
人
的
欲
求
は
抑
座

さ
れ
て
國
家
的
意
圖
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
だ
と
言
ひ
得
よ

う
。
然
る
に
第
二
期
に
於
て
は
、
異
部
で
は
あ
る
が
同
じ
女
気

人
す
ら
も
、
「
鄙
し
き
兵
士
の
心
中
は
、
吾
等
を
伐
ち
殺
し
て
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9
2

　

オ
ル
ジ
を
作
り
、
財
を
得
ば
や
と
こ
そ
思
へ
る
ぞ
、
汗
の
・
心
に

２

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

は
國
民
を
聚
め
て
養
０
　
、
友
と
な
さ
ば
や
と
こ
そ
思
へ
る
ぞ
」

　
　

と
孵
し
た
程
で
、
大
組
は
國
家
力
の
源
泉
た
る
べ
き
國
民
の
獲

　
　

得
を
望
ん
で
ゐ
た
の
に
、
一
般
兵
士
は
個
人
財
産
た
る
べ
き
オ

　
　

ル
ジ
ー
ア
ハ
の
獲
得
を
こ
そ
渇
望
し
た
の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
情

　
　

勢
は
現
賓
的
結
果
と
し
て
、
ニ
カ
ン
に
對
す
る
如
く
、
ア
ハ
・

　
　

イ
ル
ゲ
ン
の
併
合
的
獲
得
時
代
を
来
た
し
、
太
組
’
の
國
家
的
意

　
　

圖
は
、
一
般
の
側
人
的
欲
求
と
對
立
し
て
、
頗
る
妥
協
的
な
姿

　
　

を
以
て
示
さ
れ
た
時
代
と
な
っ
て
ゐ
る
。
此
の
如
く
佃
人
的
欲

　
　

求
及
び
國
家
的
意
圖
と
い
ふ
後
金
國
人
の
内
面
的
・
精
祁
的
立

　
　

場
か
ら
し
て
も
、
第
二
期
は
第
一
期
と
第
三
期
の
過
渡
的
時
代

　
　

と
篤
し
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
の
時
代
涯
分
は
、
た
乙
ｙ

　
　

に
ニ
カ
ン
獲
得
形
態
の
良
展
段
階
を
指
示
す
る
の
み
で
な
く
、

　
　

賓
に
太
組
０
國
家
的
意
圖
の
、
換
言
す
れ
ば
國
家
意
識
の
我
達

　
　

段
階
を
標
示
す
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
一
般
に

　
　

國
家
の
凡
ゆ
る
重
要
な
歴
史
的
展
開
は
、
そ
の
國
家
意
識
の
前

　

註
①
満
文
太
祀
老
腹
巻
二
十
一
、
天
命
六
年
五
月
五
日
。

②
老
腹
谷
四
十
六
、
天
命
八
年
三
月
一
日
。

③
老
槽
巻
二
十
、
天
命
六
年
四
月
一
日
。

④
老
腹
巷
四
十
九
、
天
命
八
年
四
月
十
二
日
。

⑤
老
槽
巻
二
十
三
、
天
命
六
年
六
月
七
日
。

⑥
馬
水
深
氏
、
「
満
族
未
入
開
前
的
紺
沸
生
活
」
、
食
貨
一
ノ
六
。

　

和
田
盾
博
士
、
「
明
初
の
満
洲
経
略
（
下
）
」
、
満
鮮
地
理
雁
史
研
究
報

　

告
十
五
、
二
四
二
－
二
四
五
頁
。

⑦
若
上
愚
公
、
東
夷
考
略
、
建
州
。

⑧
皇
明
穴
蜂
、
萬
暦
四
十
二
年
九
月
壬
映
。

④
李
民
家
、
建
州
聞
見
蜂
。

⑩
拙
稿
「
洽
太
但
の
祁
城
疸
移
問
題
」
、
史
學
研
究
八
ノ
三
・
九
ノ
ニ
・
十

　
　

ノ
フ
ニ
。

⑥
満
文
面
洲
穴
蜂
巻
四
、
天
命
Ｆ
年
四
月
十
三
日
。

⑩
老
腹
倦
二
十
二
、
天
命
六
年
五
月
二
十
五
日
。

⑩
老
桧
巻
六
、
天
命
三
年
四
月
十
五
日
。

⑨
満
文
満
洲
賞
蜂
巻
四
、
天
命
三
年
四
月
十
六
日
。

⑩
老
槽
倦
六
、
天
命
三
年
四
月
、
巻
本
の
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
ｉ
　
Ｂ
ａ
ｋ
ｓ
i
額
爾
徳
尼

　
　

巴
戈
什
の
祝
勝
酢
。

長
と
相
互
に
規
制
し
あ
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
時

　
　

⑩
鴛
洲
∵
戸
田
茂
喜
、
「
ジ
ュ
セ
ン
の
一
考
察
」
、
東
洋
史
研
究
五
ノ
ー

代
置
分
が
太
岨
時
代
史
の
究
明
に
は
、
一
の
基
本
的
な
標
準
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

提
示
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

八
１
九
頁
。

⑥
二
二
）
參
照
。

⑩
二
四
）
參
照
。

⑩
例
へ
ば
李
民
家
、
「
建
州
聞
見
録
」
に
寫
舎
の
制
を
記
し
て
、
「
絶
無
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遮
隔
、
主
僕
男
女
混
處
其
中
」
と
言
ひ
、
奴
隷
が
主
人
と
住
居
を
共

　
　

に
せ
る
状
を
這
べ
て
ゐ
る
が
、
更
に
武
皇
帝
貴
録
省
三
に
、
「
儒
主
者

　
　

宜
憐
僕
、
僕
宜
燧
其
主
。
僕
所
事
之
ぬ
業
、
奥
主
共
食
、
附
主
所
獲

　
　

之
財
及
所
政
之
物
、
亦
雷
輿
僕
共
之
」
と
言
は
れ
て
居
り
、
奴
隷
の

　
　

生
活
水
準
が
自
山
民
と
比
し
て
左
程
悲
惨
な
も
の
で
あ
つ
む
と
は
考

　
　

へ
ら
れ
な
い
。

’
⑩
凡
て
の
洽
太
鼓
貴
翰
に
徴
し
て
、
こ
の
間
に
於
け
る
降
人
は
仁
ぎ
」

　
　

れ
の
み
で
あ
る
。
こ
の
時
帯
同
さ
れ
た
ニ
カ
ン
等
が
、
牛
馬
財
物
を

　
　

始
め
奴
ま
で
も
臭
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
彼
等
が
自
由
民
と
し
て

　
　

待
遇
<
r
;
j
れ
た
明
瞭
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　

。

⑩
王
在
晋
、
三
朝
遼
事
穴
録
巻
四
所
引
の
海
虞
１
　
史
記
。

⑩
満
文
満
洲
貴
翰
巻
七
ノ
大
命
六
年
三
月
。

⑩
老
楷
巻
二
十
、
天
命
六
年
三
月
二
十
三
日
。

＠
園
田
一
砥
氏
、
「
継
郭
漂
流
記
の
研
究
」
附
録
の
「
槌
親
漂
流
記
」
、

　
　

二
八
三
頁
。

⑩
同
、
二
九
一
頁
。

　
　
　
　
　
　

・

⑩
老
橋
泰
二
十
一
、
天
命
六
年
五
月
五
日
。
但
こ
の
言
は
直
接
剃
髪
の

　
　

こ
と
に
脳
れ
ず
し
て
、
「
天
、
遼
東
の
地
を
吾
に
賜
は
ゞ
、
今
や
吾
が

　
　

イ
ル
ゲ
ン
な
る
ぞ
」
と
の
み
あ
る
。
併
し
こ
の
條
の
最
初
に
は
「
遼

　
　

東
の
地
の
全
民
み
な
頭
を
剃
り
て
服
す
」
こ
と
が
記
し
あ
る
。

⑩
湖
文
満
洲
穴
蜂
巻
七
、
天
命
七
年
正
月
。

酋
吼
中
雑
翰
巻
五
、
丙
寅
夏
五
月

　

太
祀
の
毛
文
龍
に
呉
へ
た
書
信
。

　
　

但
し
老
楷
巻
七
十
一
、
天
命
十
一
年
五
月
二
十
日
の
條
に
あ
る
同
じ

　
　

書
信
に
は
、
「
旅
順
ロ
よ
り
北
、
開
原
に
至
る
ま
で
、
價
江
よ
り
西
、

　
　

廣
寧
に
至
る
ま
で
、
み
な
養
へ
り
」
と
言
｛

⑩
簿
温
碩
甕
巷
十
八
、
萬
暦
四
十
七
年
四
月
、
遼
東
巡
撫
周
永
春
の
塘

　
　

報
の
一
節
に
、
「
以
臣
愚
計
、
惟
有
就
温
痍
｡
-
萌
民
燧
兵
、
庶
幾
有
抑

　
　

賞
用
。
遼
自
寧
前
・
廣
寧
、
以
及
遼
・
瀋
・
開
・
賦
・
金
・
復
・
海
・
薔
大
城

　
　

十
翰
、
毎
城
不
下
二
三
萬
衆
。
此
外
各
城
堡
毛
泰
、
離
以
悉
撒
。
總

　
　

計
富
有
四
五
十
萬
。
若
汰
其
老
弱
、
蒐
其
強
壮
、
可
得
精
兵
十
俺
萬

　
　

人
」
と
あ
り
、
今
と
年
代
的
に
は
極
く
僅
か
の
距
り
は
あ
る
が
、
以

　
　

て
常
時
の
奈
遼
地
帯
の
漢
人
口
数
が
略
々
察
せ
ら
れ
よ
う
。
但
し
こ

　
　

れ
が
凡
て
太
祀
の
磨
下
に
入
っ
た
課
で
は
な
い
け
れ
ど
、
彼
の
積
極

　
　

的
な
獲
得
態
度
な
ど
か
ら
見
て
、
そ
の
大
牛
を
掌
撮
し
た
に
痙
ひ
な

　
　

い
。
一
方
、
太
祀
最
末
年
頃
の
後
金
國
の
仝
女
員
兵
力
を
記
し
て
、

　
　

聖
武
記
巻
一
、
開
國
龍
興
記
五
に
、
「
自
天
命
十
一
年
攻
事
遠
時
、
兵

　
　

巳
十
三
萬
」
と
あ
り
、
頗
る
相
對
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
爾
者
兵

　
　

力
の
比
較
か
ら
、
暫
く
此
の
様
に
推
定
し
た
次
第
で
あ
る
。

⑩
燃
套
室
記
逍
巻
二
三
、
光
海
君
朝
故
事
、
辛
酉
三
月
。
撫
順
額
騎
の

　
　

李
永
芳
が
人
を
忿
し
て
、
「
招
脅
剃
頭
、
要
殺
不
順
軍
民
」
と
言
ふ
。

　
　

薔
し
勿
論
、
太
祀
の
指
令
に
依
る
も
の
で
あ
ら
う
。

図
老
檀
巻
三
十
二
、
天
命
七
年
正
月
三
日
。

⑩
老
椴
巻
三
十
、
天
命
六
年
十
二
月
十
一
日
。

⑩
老
椅
巻
七
、
天
命
三
年
八
月
十
三
日
。

⑩
同
、
天
命
三
年
九
月
二
十
五
日
。

⑩
こ
れ
は
別
稿
に
譲
っ
て
草
褐
の
問
題
と
し
て
取
扱
ひ
た
い
。
但
そ
の

　
　

目
的
は
漢
人
を
、
女
曼
的
方
法
に
於
い
て
統
治
し
（
老
椅
、
天
命
六

　
　

年
十
一
月
十
九
日
・
天
命
七
年
正
月
四
日
）
、
女
君
民
と
同
様
な
イ
ル

　
　

ゲ
ン
と
し
て
の
義
務
と
複
利
と
を
國
家
乃
至
汗
に
對
し
て
負
は
じ
め

　
　

ん
と
し
仁
も
の
で
、
こ
の
人
口
数
調
査
の
結
果
は
、
「
男
敷
の
槽
子
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書
Ｊ
Ｈ
ａ
ｈ
ａ
ｉ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
　
i
　
Ｄ
ａ
ｎ
ｓ
ｓ
ｃ
　
B
i
t
ｈ
ｅ
に
’
記
載
さ
れ
て
（
老
蜜
、
天

　
　

０
　
八
年
六
月
二
十
九
日
）
、
後
金
國
の
イ
ル
ゲ
ン
と
な
つ
仁
の
で
あ

⑩
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
。
こ
の
イ
ル
ゲ
ン
狸
得
時
代
に
於
い
て
は
、
太

　
　

組
の
漢
人
統
御
策
の
凌
展
に
つ
れ
て
、
一
一
カ
ｙ
イ
ル
ゲ
ン
に
對
し
種

　
　

々
の
命
令
が
頻
疲
さ
れ
、
そ
の
後
金
國
に
對
す
る
開
係
が
可
成
り
明

　
　

確
に
描
か
れ
。
て
ゐ
る
。
而
し
て
太
概
の
彼
等
に
對
す
る
所
は
、
根
本

　
　

的
に
女
君
民
に
對
す
る
と
。
平
等
で
め
っ
た
と
言
へ
る
。

句
爾
參
照
。
吼
中
雑
録
に
は
「
遼
東
原
是
先
王
之
民
、
天
乃
賜
我
、
我

　
　

甚
喜
悦
盆
民
・
盆
兵
・
・
父
益
銭
雨
」
と
あ
る
が
、
老
腰
に
は
「
遼
東
・

　
　

廣
寧
の
人
は
、
も
と
朱
家
の
帝
の
民
な
り
き
。
天
、
吾
に
賜
ふ
が
故

　
　

に
、
吾
は
國
民
を
噌
し
、
兵
を
噌
し
、
銭
糧
を
増
し
’
北
り
と
喜
び
・
：

　
　

…
」
と
あ
る
。

四
老
槽
巻
六
十
、
天
命
九
年
正
月
五
日
・
。
同
巻
六
十
一
、
同
月
十
二

　
　

日
・
十
三
日
・
二
十
日
・
二
十
一
日
。

⑩
原
中
雑
録
倦
五
、
天
啓
元
年
辛
酉
夏
四
Ｍ
の
條
。

⑩
老
槽
巻
四
十
六
、
天
命
八
年
三
月
一
日
。

邸
同
、
巻
四
十
八
、
天
命
八
年
四
Ｈ
三
日
。
印
ぢ
金
・
銀
の
貢
を
賛
し

　
　

仁
ニ
カ
ン
に
對
し
、
一
謝
彼
等
が
粟
の
貢
を
納
附
し
経
れ
る
や
否
や

　
　

を
耳
ね
仁
上
で
、
そ
の
倉
し
北
金
・
銀
の
貢
を
處
分
し
て
ゐ
る
。
か

　
　

Ａ
る
處
置
に
出
た
理
山
を
、
「
責
の
粟
を
痔
ね
し
ば
、
菜
を
納
め
ざ
れ

　
　

ば
…
…
罪
と
せ
ば
や
と
い
ふ
こ
と
な
り
き
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
栗

　
　

の
貢
を
如
何
に
璽
要
祀
し
て
ゐ
仁
か
を
示
す
逼
例
作
こ
恩
は
れ
る

⑩
拙
稿
「
洽
太
川
の
都
城
疸
移
問
題
」
、
史
學
研
究
十
ノ
∵
二
。

⑩
後
金
國
の
ほ
下
へ
の
給
奥
は
、
戦
時
掠
奪
物
の
分
奥
が
其
の
重
要
な

　
　

一
部
を
占
め
て
ゐ
忙
こ
と
は
、
周
知
の
所
で
あ
ら
う
。
而
し
て
遼
東

　
　

が
未
だ
自
己
の
手
中
に
な
く
、
明
の
も
の
と
し
て
明
と
こ
の
地
の
乎

　
　

奪
戦
を
緬
け
て
ゐ
記
間
は
、
遼
東
で
の
掠
奪
も
可
能
で
あ
り
、
か
ｙ

　
　

る
給
奥
方
も
責
行
出
来
た
詳
了
の
る
。
然
る
に
今
や
こ
の
地
が
自
己

　
　

の
手
に
収
ま
り
、
掠
奪
が
不
可
能
と
な
っ
た
以
上
、
こ
の
給
奥
方
は

　
　

改
め
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
新
給
奥
方
と
し
て
、
ニ
カ
ソ
ー
イ
ル
ゲ

　
　

ン
の
分
輿
が
行
は
れ
る
こ
と
と
な
っ
北
の
で
あ
る
。
こ
の
鴬
め
の
準

　
　

郎
と
し
て
も
、
ニ
カ
ン
９
イ
ル
ゲ
ン
を
獲
得
す
る
必
要
が
め
つ
記
と

　
　

思
は
れ
る
。
し
て
見
れ
ば
か
Ａ
る
経
済
的
見
地
か
ら
も
、
ニ
カ
ン
ａ

　
　

イ
ル
ゲ
ン
獲
得
の
積
極
化
は
、
太
祀
の
遼
東
進
出
に
よ
る
常
然
の
帰

　
　

結
で
あ
っ
仁
と
言
ひ
得
よ
う
。

ｙ
⑩
拙
稿
「
洽
太
祀
の
都
城
遷
移
問
題
」
、
史
學
研
究
八
ノ
三
。

　

⑩
老
晴
巻
二
十
八
。

　

⑩
同
、
巻
三
十
三
。

　

⑥
鴛
淵
先
生
の
御
研
究
に
よ
る
。
即
ち
山
李
民
家
「
建
州
聞
見
録
」
、

　
　

悶
光
海
升
日
記
、
天
命
六
年
九
月
戊
申
の
鄭
忠
信
の
報
告
、
淘
李
星

　
　

齢
「
春
披
堂
日
Ｈ
録
」
、
「
燃
蓼
室
記
述
」
所
引
「
姜
弘
立
別
録
」
等

　
　

の
八
将
聞
係
記
事
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
天
命
七
年
受
革
以
前
は
六
人

　
　

の
固
山
只
勒
の
み
で
あ
っ
仁
の
に
、
こ
の
改
革
後
は
八
固
山
貝
勒
と

　
　

な
っ
て
ゐ
る
（
几
て
の
清
太
祀
宣
録
、
天
命
七
年
三
月
三
日
。
老
橋

　
　

泰
三
十
八
）
。

　

⑥
老
椴
巻
六
十
六
Ｉ

　
　

但
こ
れ
を
簡
明
に
傅
へ
て
ゐ
る
の
は
、
開
國
方
略
巻
九
、
天
命
十
一

　
　

年
九
月
丙
子
の
條
に
、
太
宗
が
再
び
ニ
カ
ｙ
９
ア
ハ
を
ボ
イ
ゴ
ン
と

　
　

せ
る
に
至
っ
欠
顛
末
を
説
明
す
る
た
め
に
、
「
先
是
天
命
十
年
十
月
。
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囚
遼
陽
・
廣
寧
諸
處
婦
順
之
明
紳
衿
、
屡
煽
惑
降
民
、
潜
引
叛
逃
、

　
　

沓
察
洙
之
、
編
其
戸
口
、
毎
亡
二
壮
丁
一
荘
、
按
満
洲
各
官
品
級
、

　
　

分
級
篤
奴
」
と
言
へ
る
も
の
で
あ
る
。

酋
老
槽
を
七
、
天
命
三
年
十
月
二
十
日
。

⑩
例
へ
ば
第
一
期
は
對
明
戦
開
始
以
前
に
、
第
二
期
は
明
よ
り
遼
東
を

　
　

奪
取
せ
ん
と
す
る
明
と
の
交
戦
刈
に
、
第
三
期
は
明
よ
り
奪
『
つ
仁
鐙

　
　

束
を
擦
保
せ
ん
た
め
の
明
と
の
交
戦
期
に
と
略
々
合
致
し
て
居
り
、

　
　

叉
第
一
期
は
平
城
的
都
城
で
は
あ
っ
ち
が
、
な
ほ
長
白
山
系
の
渓
谷

の
間
な
る
寧
古
塔
城
・
赫
圖
阿
喇
城
等
を
都
城
と
し
七
田
舎
大
名
的

時
代
で
あ
り
、
第
二
期
は
界
藩
城
・
薩
爾
滸
蛾
と
蓬
移
を
績
け
て
、

軍
事
的
意
圖
を
登
揮
し
記
山
城
的
都
城
時
代
に
常
り
、
第
三
期
は
南

清
洲
の
大
．
’
牛
原
へ
と
乗
り
出
し
て
、
政
治
的
経
済
的
意
圖
を
も
併
せ

示
．
し
北
遼
陽
城
・
東
京
城
・
瀋
陽
城
等
の
平
城
的
都
城
を
普
み
、
後

金
國
の
磐
石
の
基
礎
を
握
ぎ
な
き
も
の
と
定
め
た
時
代
に
相
常
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
‐
―
二
六
〇
一
・
二
・
五
ｌ
ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
金
を
掘
り
出
し
な
話

　

昨
年
の
春
、
大
冶
の
銀
山
を
見
學
に
行
っ
た
時
で
あ
る
。
石
尻
緋
附
近
の
あ
る
地
鮎
か
ら
多
数
の
’
銅
銭
が
凌
仙
さ
れ
た
の
で
、
是
非

見
に
行
っ
ア
ｙ
ヽ
れ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
早
速
、
同
地
の
警
備
隊
を
勧
ね
て
み
る
と
、
庭
一
面
に
列
べ
ら
れ
た
何
十
と
い
ふ
力
ヾ
ス
に

入
っ
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
だ
と
き
か
さ
れ
て
、
鈴
り
量
の
多
い
の
に
驚
い
た
の
で
あ
っ
た
。
石
友
密
の
町
か
ら
東
を
見
る
と
、
山
の
は
し

が
突
如
急
な
絶
壁
を
な
し
て
江
巾
に
突
き
出
し
て
ゐ
る
所
が
あ
る
。
こ
れ
が
有
名
な
西
塞
山
で
、
三
國
の
昔
、
周
喩
が
曹
繰
を
破
っ
た

と
い
は
れ
る
所
だ
。
そ
の
西
よ
り
に
道
士
袱
と
い
ふ
部
落
が
あ
る
。
銅
銭
の
出
土
地
は
、
こ
の
山
と
部
落
の
中
間
、
道
路
に
滑
っ
た
墓

地
に
あ
る
ぜ
の
ほ
と
り
だ
と
の
こ
と
。
別
に
何
等
の
標
識
も
な
く
、
；
＾
ｖ
.
＜
ｓ
銀
財
賓
が
埋
も
れ
て
ゐ
る
に
χ
い
ふ
古
老
の
言
傅
へ
が
あ
る

だ
け
で
あ
っ
た
が
、
村
民
は
後
の
崇
り
を
恐
れ
て
・
今
ま
で
誰
も
手
を
つ
け
る
も
の
が
な
か
っ
だ
。
変
則
者
の
言
に
よ
れ
ば
、
地
下
四
尺

許
り
の
所
に
、
六
尺
四
方
、
厚
さ
四
尺
に
互
っ
て
ぎ
っ
し
り
、
整
然
と
列
べ
ら
れ
て
ゐ
仁
、
箱
に
入
れ
了
の
っ
ｔ
形
跡
も
な
く
、
ま
鎧

伴
出
物
も
見
宮
ら
な
か
っ
た
と
。
重
さ
に
し
て
約
十
噸
、
ト
テ
ッ
ク
三
毫
に
積
ん
で
婦
っ
北
と
い
ふ
。
調
べ
て
み
る
と
元
豊
洒
賞
、
宜

和
通
賓
、
政
和
盾
賓
、
聖
宋
元
賓
、
最
も
新
し
い
の
が
崇
寧
盾
賞
、
何
れ
も
北
宋
末
期
の
も
の
で
、
南
宋
の
銭
は
全
く
な
か
っ
た
。
恐

ら
く
、
北
宋
の
末
、
金
軍
侵
入
の
際
、
宮
地
の
豪
族
が
南
に
逃
げ
る
た
め
、
重
い
銅
銭
を
地
中
に
埋
め
仁
の
で
４
　
ら
う
。
さ
う
し
て
終

に
戻
っ
で
来
て
川
り
出
す
機
會
を
失
っ
仁
も
の
に
違
ひ
な
い
。
（
日
比
野
丈
夫
）
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