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将
佛
愈
城
の
前
後
に
亙
り
、
又
新
柵
逸
帝
國
の
建
設
の
常
初
に
於
て
、
北
柵
逸
同
蝿
議
會
内
に
、
又
帝
悶
議
會
内
に

議
勝
を
有
し
た
諸
政
難
、
進
歩
蝋
、
國
民
自
由
蝋
、
中
央
蝋
、
杜
命
民
主
熱
、
帝
閏
難
等
の
外
に
、
政
治
的
風
潮
と
祗

會
的
傾
向
と
思
想
的
發
展
と
の
影
響
の
下
に
、
お
の
づ
か
ら
諸
種
の
も
の
ぞ
生
じ
た
り
し
、
政
治
的
叉
は
祗
會
的
な
る

結
祗
の
間
に
在
り
て
、
基
教
肺
称
蹴
こ
そ
は
、
共
の
發
生
の
山
來
に
於
て
、
其
の
目
的
の
反
自
川
、
主
義
的
に
し
て
且
つ

反
猫
太
主
義
的
な
る
事
に
於
て
、
而
か
も
こ
の
目
的
の
郷
換
の
状
態
の
發
展
に
於
て
、
更
に
こ
れ
ら
が
帝
岡
徽
初
の
内

政
傾
向
、
殊
に
帝
叫
宰
机
の
施
政
傾
向
に
参
照
さ
れ
る
鮎
に
於
て
、
股
も
注
意
す
べ
き
現
象
の
一
た
る
、
且
つ
む
し
ろ

時
勢
の
中
の
崎
形
的
存
在
た
る
も
の
で
あ
る
。

一
八
七
八
年
の
基
教
肺
命
蹴
が
、
そ
の
前
後
の
文
化
史
的
鮒
係
に
於
け
る
地
位
に
就
い
て
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、

そ
れ
が
（
第
こ
に
、
許
礁
西
文
化
郡
諭
の
餘
波
と
し
て
、
或
は
反
動
と
し
て
棚
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
。
（
鏥

二
）
に
、
こ
れ
に
川
っ
て
、
恰
も
営
時
に
生
じ
た
る
經
濟
危
機
の
上
に
乗
じ
た
る
、
蓮
動
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
。

一
八
七
八
年
韮
教
献
禽
蹴
の
地
位

一
八
七
八
年
基
教
肚
會
黛
の
地
位
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一
八
七
八
年
来
教
耽
禽
蝋
の
地
位
二

（
鋪
三
）
に
、
帝
剛
建
設
柑
初
の
一
般
思
潮
の
所
産
と
し
て
、
そ
の
椅
察
の
一
例
を
明
碓
に
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
で
あ
り
。
（
鋪
四
）
に
、
反
猫
太
蓮
動
の
洗
雌
の
一
端
で
あ
り
、
Ⅲ
反
猫
太
主
義
の
那
論
の
先
駆
の
一
端
で
あ
る
↓
）

と
で
あ
り
、
凡
又
こ
れ
に
森
教
的
韮
識
沌
助
の
意
を
加
へ
た
こ
と
で
あ
り
。
（
館
五
）
に
、
一
般
内
山
思
想
及
び
ｎ
曲
思

想
考
飛
フ
ラ
イ
ジ
ン
’
一
ゲ
に
對
す
る
、
示
威
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
。
史
に
（
鋪
六
）
に
、
帝
剛
宰
相
と
國
雄
自
川
灘
と

の
提
携
竝
ぴ
に
帝
剛
宰
机
の
文
化
政
策
に
示
し
た
る
一
般
内
政
策
に
對
す
る
、
反
抗
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

殊
に
こ
の
（
第
六
）
の
意
義
に
於
て
、
そ
れ
が
一
面
に
於
て
中
和
融
合
の
佃
向
を
布
し
た
る
こ
と
、
即
ち
帝
剛
宰
相

と
そ
の
熾
烈
な
る
反
對
考
と
の
間
に
在
り
て
、
叩
春
の
沸
和
を
欲
す
る
地
位
に
立
ち
、
Ｈ
つ
群
例
若
階
級
に
晩
ぴ
か
け

て
、
こ
れ
を
む
し
ろ
帝
國
宰
相
の
方
側
に
接
近
せ
し
め
ん
と
し
た
る
こ
と
の
、
示
唆
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
況

や
、
帝
剛
宰
祁
の
箭
時
の
苦
境
に
於
て
、
宰
机
の
叡
知
は
韮
敏
肺
御
縦
お
懐
柔
、
或
は
利
用
を
忘
ろ
上
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
が
老
へ
．
ら
る
上
に
於
て
、
同
蹴
が
後
に
純
然
た
る
中
箙
階
級
間
の
、
排
猫
太
盗
本
的
運
動
に
傾
向
し
た
り
し
場

合
、
帝
剛
宰
扣
の
政
漿
が
こ
れ
と
乖
離
す
る
可
能
を
充
分
に
有
ち
来
る
ぺ
き
を
知
る
こ
と
は
、
一
府
に
注
意
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

然
し
こ
の
城
も
軍
要
な
る
複
雑
開
係
の
槻
察
は
、
韮
教
肺
命
蹴
の
事
蹟
の
充
分
な
る
研
究
、
こ
と
に
そ
れ
と
フ
ラ
ィ

ジ
ン
’
一
ゲ
及
び
旋
業
振
興
読
本
の
根
擁
と
の
交
渉
鮒
係
の
、
充
分
な
る
研
究
を
必
要
と
し
、
更
に
帝
図
宰
相
の
淡
説
集

①
．

及
び
書
簡
集
錐
八
、
十
二
巻
に
就
い
て
、
そ
の
言
外
の
意
義
に
淵
す
る
、
精
細
な
Ｈ
長
時
間
孝
一
要
す
る
考
溌
を
必
要
と

す
る
。

１

ー



－

私

は

文

献

の

加

川

か

ら

、

ま

た

時

間

の

條

件

か

ら

、

今

こ

上

に

は

こ

れ

ら

の

軸

に

就

い

て

特

に

説

述

す

る

こ

と

を

敢

て
せ
歩
、
唯
そ
の
一
端
を
抄
録
し
て
、
他
日
の
發
表
淀
ま
つ
こ
と
比
す
る
。
爾
餘
の
諸
項
に
就
い
て
は
、
元
來
基
教
祗

命
旗
が
反
猫
太
通
勤
に
川
發
し
，
而
し
て
そ
の
運
動
の
不
徹
底
に
雌
し
て
消
滅
し
た
り
し
こ
と
に
依
り
、
こ
れ
を
要
旨

と
し
て
こ
上
に
識
逃
し
、
粋
て
私
が
特
殊
誹
義
に
於
て
竝
ぴ
に
二
三
雑
誌
上
の
論
文
に
於
て
述
べ
た
と
こ
ろ
の
も
の

に
、
袖
遺
を
行
ふ
。

反
猫
太
運
動
及
び
反
猫
太
主
義
の
興
起
に
開
し
て
、
ロ
ン
プ
ロ
ゾ
は
ル
ロ
ァ
ポ
ー
リ
ュ
ー
の
意
見
を
参
酌
し
つ
上
、

彼
の
苓
名
な
幹
述
「
反
猫
太
主
義
と
猫
太
」
の
中
に
か
く
の
如
く
記
し
て
ゐ
る
。
「
歴
史
が
示
す
ご
と
く
、
幟
州
に
於

て
は
凡
て
の
時
期
或
は
そ
．
の
時
期
の
小
随
分
に
於
て
、
或
る
一
定
の
政
治
的
風
潮
と
孵
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
一
七
八

九
年
は
人
椛
の
風
潮
で
あ
っ
た
。
一
八
一
五
年
は
正
統
主
義
の
風
潮
で
あ
っ
た
。
一
八
五
九
年
は
民
族
主
義
の
風
潮
で

あ
っ
た
。
而
し
て
一
八
八
○
年
以
来
の
熾
洲
は
叉
欧
洲
に
次
ぎ
て
亜
米
利
加
は
、
保
謎
開
税
主
張
の
疫
病
と
、
汎
迷
せ

る
一
種
の
民
族
剛
家
主
義
の
疫
病
と
に
風
膝
さ
れ
た
。
こ
れ
に
山
り
て
、
各
燕
の
國
民
は
他
岡
民
と
机
互
に
閉
塞
遮
断

し
、
自
己
を
自
己
境
界
に
蟄
塒
さ
せ
、
他
聞
民
の
扱
失
を
以
て
自
己
の
利
益
を
企
川
し
‐
關
税
制
限
の
要
柵
祇
登
仙
く

し
て
、
各
剛
民
は
和
互
に
愉
悪
し
た
◎
故
に
彼
等
が
人
諏
的
に
鵡
別
を
詔
む
る
と
こ
ろ
の
猫
太
人
に
對
し
て
，
反
抗
の

念
を
生
じ
來
る
こ
と
は
自
然
の
勢
に
し
て
、
何
等
異
と
す
る
に
足
ら
ず
。
恰
も
概
逃
人
が
露
西
亜
に
於
て
、
或
は
英
剛

②

土
人
が
補
萄
牙
杣
災
地
に
於
て
、
班
遇
し
た
る
經
職
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
」
と
。

然
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
以
て
は
尚
，
一
般
文
化
史
的
發
展
の
間
の
反
猫
太
主
義
の
擁
頭
を
、
説
明
し
謀
し
得
ざ
る
こ

一
八
七
八
年
悲
敦
吐
宮
蝋
の
地
位
三
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一
八
七
八
年
韮
教
肚
宵
瀧
の
地
位
四

と
は
も
と
よ
り
明
瞭
で
あ
る
。
所
訓
政
治
的
風
潮
も
、
未
以
て
か
く
の
如
く
簡
略
に
、
説
明
し
郷
ろ
能
は
ざ
る
こ
と
も

亦
明
脈
で
あ
る
。

韮
教
肺
命
雛
の
隆
替
に
開
す
る
、
そ
の
史
上
の
地
位
の
説
明
を
主
旨
と
す
る
こ
の
小
論
に
於
て
も
、
少
く
も
猫
迎
に

於
け
る
反
猫
太
主
義
が
、
八
○
年
代
以
前
に
在
り
て
他
の
襖
雑
な
る
脚
総
を
以
て
興
起
し
，
そ
し
て
そ
の
間
に
在
り

て
、
無
数
肺
御
煎
が
所
訓
政
治
的
風
潮
を
反
映
し
つ
上
、
徐
糞
に
こ
の
風
潮
と
反
湘
太
主
義
の
發
展
と
を
結
合
し
た

る
、
そ
の
複
雑
な
る
因
縁
を
槻
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
之
を
一
般
文
化
史
的
推
移
の
う
ち
に
世
い
て
、

こ
の
基
教
就
命
蕪
の
隆
巷
と
い
ふ
一
現
象
か
ら
、
常
代
の
全
貌
を
窺
知
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
、
試
み
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
私
は
上
述
の
諸
項
、
則
ち
こ
の
一
現
象
の
上
に
注
意
さ
れ
る
意
義
を
、
と
上
に
敢
て
順
次
に
記
述
せ
ず
し
て
、

こ
れ
を
ロ
ン
プ
ロ
ゾ
の
所
謂
政
治
的
風
潮
の
う
ち
に
包
括
す
る
こ
と
と
す
る
。
渡
際
に
於
て
上
述
の
諸
項
は
、
各
交
に

説
明
し
得
る
も
の
で
な
く
、
又
そ
れ
は
却
っ
て
こ
の
一
現
象
か
ら
當
代
の
全
貌
を
窺
知
す
る
意
と
も
な
ら
い
も
の
で
あ

③

ヲ
。
Ｏ

先
づ
柵
逃
に
於
け
る
風
潮
を
明
ら
か
に
す
る
の
意
を
以
て
、
私
は
一
八
一
五
年
以
後
の
状
態
に
比
較
し
た
る
、
一
八

七
○
年
以
後
の
状
態
の
考
察
を
述
べ
、
次
に
特
に
一
八
七
○
年
代
の
特
異
に
つ
き
て
、
基
数
祗
會
蕪
の
事
蹟
の
輪
廓
と

し
て
の
、
考
察
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

一
八
七
○
年
の
戦
勝
と
云
ふ
事
変
に
就
い
て
、
垂
見
は
そ
れ
が
新
凋
逸
帝
國
の
建
設
と
云
ふ
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ

朏
後
、
詳
し
く
言
へ
ぱ
一
八
七
一
年
以
後
に
於
て
．
こ
の
戦
勝
を
機
と
し
て
生
じ
た
る
べ
き
政
治
思
潮
の
一
般
と
、
こ

一



qし

れ
に
密
接
な
る
祁
互
反
映
の
關
係
あ
る
べ
き
、
文
化
關
係
と
經
濟
關
係
と
云
ふ
と
と
の
上
に
、
側
目
す
る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
史
的
類
推
に
從
っ
て
、
一
八
一
五
年
以
後
に
起
り
た
り
し
こ
れ
ら
に
對
し
一
八
七
○
年
以

後
に
起
り
た
る
も
の
が
．
恐
ら
く
同
様
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
換
言
せ
ぱ
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

後
に
柵
逸
に
起
り
た
る
、
政
治
思
潮
の
一
般
と
文
化
關
係
と
經
濟
關
係
と
に
似
た
る
も
の
が
、
一
八
七
○
年
以
後
、
詳

し
く
言
へ
ぱ
一
八
六
六
年
延
い
て
一
八
七
一
年
耽
役
以
後
に
起
り
た
る
べ
し
と
い
ふ
こ
と
が
、
史
的
類
推
の
上
に
行
は

れ
得
る
の
で
あ
る
。

革
命
及
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
結
果
に
反
動
す
る
保
守
現
状
の
主
義
も
、
ま
た
そ
れ
ら
の
も
の
に
育
成
さ
れ
た
る
思

想
の
遥
禅
と
し
て
の
自
山
改
革
の
主
義
も
、
ｌ
そ
れ
は
帝
凹
制
主
張
に
せ
よ
、
聯
邦
制
主
張
に
せ
よ
、
叉
更
に
立
悲
主

義
の
主
張
に
せ
よ
、
革
命
共
和
の
主
張
に
せ
よ
、
悉
く
焦
慮
渇
仰
の
氣
風
に
浦
ち
た
る
、
統
一
尊
重
の
思
想
で
あ
る
。

敢
て
國
民
的
統
一
の
思
想
と
訓
ひ
難
け
れ
ど
も
、
こ
の
統
一
の
思
想
は
、
浪
些
主
義
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
、
漠
然
た

る
も
の
な
が
ら
も
剛
民
的
自
兇
を
誘
致
す
る
こ
と
に
刺
戦
さ
れ
つ
上
、
何
等
か
の
端
締
に
於
て
、
異
端
を
排
斥
す
る
の

傾
向
が
あ
る
。
自
山
主
義
者
が
そ
の
改
革
の
主
鵬
の
根
披
を
知
り
な
が
ら
、
し
か
も
班
い
て
非
佛
附
四
的
な
る
形
態
を

求
め
ん
と
し
た
こ
と
の
ご
と
き
は
、
そ
の
好
き
例
諦
で
あ
る
。

何
等
か
一
の
統
一
秩
序
を
欲
す
る
の
化
臘
に
駆
ら
れ
る
。
ｌ
か
く
の
如
き
混
飢
の
狄
態
が
、
蓋
し
新
時
期
の
衡
初

に
於
け
る
、
殆
ん
ど
總
て
の
場
合
に
於
て
柵
察
さ
れ
る
こ
と
に
就
て
は
‐
史
的
な
常
識
の
一
と
し
て
老
へ
ら
れ
る
と
と

蒋
通
で
あ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
ｌ
ゲ
ー
テ
の
如
き
稀
枇
の
人
格
に
對
し
て
、
そ
の
文
學
藝
術
を
感
嘆
し
な
が
ら

一
八
七
八
年
韮
教
牡
會
蹴
の
地
位
五

寺
ｂ
■
Ｐ
■



E

一
八
七
八
年
韮
孜
祗
禽
蹴
の
地
位
六

術
且
つ
彼
れ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
封
し
た
る
態
度
、
彼
れ
の
ロ
ー
マ
古
賊
を
孵
し
た
る
古
典
趣
味
を
さ
へ
非
難
し
、
ペ
ー

ト
ー
フ
ェ
ン
の
英
雄
交
郷
梁
を
葬
ら
ん
と
し
、
英
愁
宵
文
脈
の
佛
剛
西
件
鯖
を
除
か
ん
と
し
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
井
簡
を
破

①

棄
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
ら
一
般
的
風
潮
の
如
何
花
挽
く
こ
と
、
諸
番
に
詳
か
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
多
感
、
む
し
ろ
祁
經
過
敏
の
混
乱
の
状
態
は
、
果
し
て
一
八
七
一
年
以
後
に
於
て
も
認
め
ら
れ
る
。
か

の
自
川
の
た
め
の
職
手
の
後
と
、
こ
の
統
一
の
た
め
の
戦
争
の
後
と
に
於
て
は
、
同
様
な
風
潮
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の

程
度
と
内
面
的
條
件
と
は
、
政
治
形
態
に
於
け
る
聯
邦
組
織
の
成
立
と
、
帝
剛
組
織
の
成
立
と
の
諜
別
の
ご
と
く
、
お

の
づ
か
ら
蕪
別
し
来
る
こ
と
は
柵
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
茶
別
に
於
け
る
所
謂
朧
度
に
附
し
て
は
、
今
こ

上
に
睡
荏
に
そ
の
如
何
を
言
明
し
、
一
八
一
五
年
後
に
比
し
て
、
一
八
七
○
年
後
の
高
低
を
云
掩
す
る
こ
と
、
庇
は
容

易
で
な
い
。
唯
前
者
即
ち
一
八
一
五
年
以
後
に
比
し
て
、
後
者
則
ち
一
八
七
一
年
以
後
が
、
五
○
年
代
孝
經
過
し
た
る

自
然
主
義
思
潮
の
影
響
を
以
て
、
恰
も
後
期
浪
型
主
義
の
一
端
に
鏡
は
る
Ｌ
如
き
班
諭
的
現
疫
的
傾
向
を
比
較
的
多
く

包
右
し
て
ゐ
た
こ
と
、
そ
れ
が
一
般
風
潮
の
所
謂
淫
度
の
上
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
性
衝
を
右
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
竹
肯

さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
こ
上
に
読
述
し
や
弓
と
す
る
課
題
に
、
多
く
の
關
係
を
も
つ
も
の
で
あ

る
。
次
に
所
訓
内
面
的
條
件
に
開
し
て
は
、
そ
れ
は
常
然
に
基
識
朏
命
蹴
の
發
生
に
開
し
、
且
そ
の
方
策
柳
向
に
開

し
、
更
に
そ
の
消
滅
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
ｌ
こ
２
般
風
湖
の
如
何
に
關
し
て
も
、
亦
諸
書
に
説
く
こ
と
詳
か

⑤

で
あ
る
。

澗
椛
に
山
ろ
統
一
の
解
決
が
、
仙
紀
初
以
來
の
自
由
統
一
蓮
動
を
不
自
然
な
る
結
果
た
ら
し
め
た
と
は
詔
へ
、
と

一

1
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に
も
か
く
に
も
統
制
の
組
織
を
表
示
し
た
る
帝
剛
建
設
は
、
そ
の
昔
の
聯
邦
組
織
の
い
か
な
る
も
の
よ
り
も
、
國
家
的

な
統
一
の
概
念
を
普
及
せ
し
め
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
填
太
利
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
は
、
長
年
月
間
に
亙
っ
て
次
第

に
そ
の
内
容
を
明
白
に
し
同
弧
烈
に
し
た
と
こ
ろ
の
、
剛
民
的
な
統
一
の
槻
念
に
對
し
て
、
極
め
て
大
き
な
打
唯
を
典

へ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
，
そ
の
打
雌
は
棚
迎
の
方
側
か
ら
は
、
岡
際
關
係
的
に
披
大
さ
れ
得
る
民
族
統
一
の
主
義
を
、

政
治
上
に
嚇
し
、
塊
太
利
の
方
側
か
ら
は
、
阿
刷
的
な
感
銘
を
作
っ
た
民
族
肺
脇
に
類
す
る
閏
民
主
義
の
通
勤
と
な
つ

＠

た
と
と
も
に
、
一
面
こ
の
胴
國
に
於
て
、
今
こ
上
に
は
凋
逸
に
開
し
て
．
虹
に
特
に
そ
の
柵
逸
統
制
の
脈
動
た
る
智
露

西
に
於
て
、
統
制
あ
る
組
織
の
阿
家
の
川
現
に
作
ひ
て
、
こ
れ
に
作
ふ
と
こ
ろ
の
國
民
的
な
る
何
等
か
の
統
一
躯
純
化

が
、
少
く
も
そ
の
統
制
國
家
の
範
閣
内
に
於
て
可
及
的
に
企
剛
さ
る
べ
き
こ
と
に
就
い
て
、
抑
論
的
に
推
定
さ
れ
或
は

現
踵
的
に
想
定
さ
れ
来
る
こ
と
は
、
蒜
し
事
の
自
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
保
守
的
左
傾
向
の
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、
或

は
内
山
的
な
伽
向
の
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、
等
し
く
事
疵
上
に
於
て
は
同
一
な
希
離
と
な
り
、
相
似
な
通
勤
と
も
な
る

も
の
で
あ
る
。
柵
て
老
ふ
れ
ば
、
こ
の
一
面
は
却
っ
て
即
ち
さ
き
の
凹
際
的
に
披
大
さ
れ
得
る
民
族
統
一
の
主
義
の
運

動
と
、
柵
迎
剛
民
主
韮
通
勤
と
云
ふ
も
の
と
、
瀧
き
關
聯
を
も
つ
も
の
、
戎
は
む
し
ろ
略
糞
裡
に
こ
れ
に
對
し
て
独
き

動
と
、
柵
迎
剛
民
主
韮
通
勤
と
云
ふ
↓

活
動
の
根
蕪
と
次
つ
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
槻
察
し
来
る
な
ら
ば
、
こ
の
伽
向
の
中
に
於
て
何
老
生
ず
べ
き
乎
。
殊
に
帝
叫
制
を
榊
揚
し
聯
邦
制
を

非
難
す
る
も
の
の
う
ち
の
保
守
賑
に
於
て
、
叉
元
来
の
保
守
派
に
於
て
、
何
を
生
ず
べ
き
乎
。
そ
れ
が
反
猫
太
運
動
で

あ
り
或
は
反
猫
太
主
義
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
の
づ
か
ら
諒
解
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
八
六
九
年
の

一
八
七
八
年
蕪
教
砒
禽
溌
の
地
位
七
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一
八
七
八
年
基
放
趾
會
轆
の
地
八

問
題
た
り
し
猫
太
解
放
は
、
直
ち
に
こ
れ
に
参
一
照
さ
れ
る
。
か
く
の
如
き
全
面
的
な
槻
察
に
つ
い
て
は
、
私
は
未
だ
こ

れ
を
諸
諜
の
上
に
知
り
得
な
い
が
、
こ
れ
に
開
す
る
學
者
の
精
細
な
説
述
は
、
年
來
期
待
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

恐
ら
く
反
猫
太
主
義
或
は
運
動
１
以
下
こ
の
剛
考
を
合
せ
孵
す
る
に
、
反
猫
太
と
の
み
詔
ふ
こ
と
と
す
る
。
Ｉ
の

興
起
に
附
し
て
の
こ
の
槻
察
は
、
文
化
史
的
な
そ
の
棚
察
の
う
ち
に
、
雌
も
興
味
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

祗
命
學
的
に
反
猫
太
を
耽
称
現
象
と
し
て
研
究
し
た
ペ
ル
ン
シ
タ
ィ
ン
は
、
そ
の
群
「
閣
賠
現
象
と
し
て
の
反
猫
太
」

の
錐
五
章
に
、
開
柵
間
の
敵
脱
の
州
係
に
關
し
て
、
有
益
な
示
唆
を
史
學
の
上
に
典
へ
て
ゐ
る
。
即
ち
何
等
か
の
凹
朏

の
成
立
が
、
他
の
何
等
か
の
剛
冊
の
成
立
に
對
立
し
、
或
は
何
等
か
の
團
儲
の
成
立
が
、
他
の
對
立
す
べ
き
何
等
か
の

團
艘
を
求
め
な
が
ら
、
雑
多
無
因
縁
な
憎
悪
關
係
を
災
減
し
て
成
長
し
、
更
に
叉
坊
主
悪
く
け
れ
ば
袈
裟
も
悪
く
な
つ

⑦

て
現
象
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
察
は
後
に
説
く
と
こ
ろ
の
基
教
祉
會
蹴
の
フ
ロ
ン
ト
ウ
エ
ク
ゼ
ル
に
参
照

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
又
こ
上
に
も
参
一
照
さ
れ
る
。
即
ち
反
猫
太
の
七
○
年
代
に
於
け
る
興
起
は
、
か
く
の
如
き
説
明

を
以
て
愛
常
な
り
と
老
へ
ら
れ
得
る
も
の
が
あ
る
。
ｌ
帝
剛
建
設
當
初
の
新
興
諸
政
治
剛
僻
及
び
潅
業
、
そ
の
他
砿

く
一
般
文
化
に
開
す
る
諸
剛
僻
の
組
成
を
以
て
し
て
。
ｌ
然
し
吾
左
に
と
り
て
は
、
戦
後
の
風
潮
を
史
的
に
槻
察

し
、
そ
の
所
謂
程
度
老
若
へ
、
そ
の
内
面
的
條
件
を
考
へ
て
、
傾
向
す
る
と
こ
ろ
に
反
猫
太
を
置
く
こ
と
が
、
こ
の
ペ

ル
ン
シ
タ
イ
ン
の
説
く
と
こ
ろ
に
併
せ
て
、
而
し
て
そ
れ
以
上
に
吾
堂
に
と
り
て
明
確
に
了
解
溌
與
ふ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

帝
國
建
設
の
當
初
は
、
稚
燕
な
方
面
に
於
て
混
飢
の
時
期
で
あ
る
。
帝
閲
建
設
の
川
來
の
一
瞥
は
、
容
易
に
Ｆ
一
れ
を

’
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「

首
肯
せ
し
め
る
。
後
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
經
濟
的
破
綻
が
、
所
訓
産
業
基
礎
時
代
の
さ
中
に
存
し
た
こ
と
の
一
事
狂
を

以
て
も
、
そ
の
大
略
を
知
る
こ
と
が
川
来
る
。
Ｉ
こ
の
一
八
七
三
年
經
濟
界
破
綻
混
飢
の
概
察
は
、
前
述
の
一
般
風

潮
た
る
祁
經
過
敏
の
状
態
の
如
何
，
或
は
後
期
浪
坐
主
義
的
畑
向
の
如
何
に
、
好
き
参
照
を
與
へ
る
と
こ
ろ
の
事
置
で

あ
る
。
ｌ
と
の
混
乱
は
文
化
諏
諭
の
事
件
を
中
心
と
し
て
、
政
蹴
の
消
長
及
び
祗
會
的
事
項
の
上
に
在
り
、
そ
し
て

③

こ
れ
を
鑑
っ
て
邨
盈
な
る
思
想
上
の
川
陥
反
溌
が
、
誘
發
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
混
乱
の
時
勢
が
断
し
た
現
象
は
、
文
化
識
論
の
反
動
と
し
て
の
反
猫
太
の
通
勤
で
あ
る
。
徴
時
の
柵
逸
猫
太
人

は
、
そ
の
紅
愈
的
關
係
に
於
て
比
較
的
に
幸
研
な
る
安
定
ぞ
得
て
居
た
。
こ
の
安
定
は
、
一
八
六
九
年
の
解
放
令
ｌ

こ
の
解
放
令
も
亦
統
一
の
氣
迩
の
溢
流
に
川
で
た
る
一
現
象
に
し
て
、
直
ち
に
そ
の
反
動
を
作
ふ
ぺ
き
も
の
で
あ
っ

た
。
ｌ
に
曲
っ
て
、
北
猫
逃
聯
邦
内
居
住
猫
太
人
に
對
し
、
華
激
徒
と
同
等
な
る
公
民
樅
が
與
へ
ら
れ
た
こ
と
に
由

⑨

る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
安
定
は
、
猫
太
に
と
り
て
は
意
外
と
さ
れ
る
こ
と
な
が
ら
、
礎
は
む
し
ろ
自
然
の
發
展

の
係
路
と
し
て
、
奮
寂
的
政
論
蓮
動
の
一
端
に
於
て
そ
の
脅
威
の
端
締
を
發
兇
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
淵
し
て
、
「
近
代
猫
太
族
史
」
の
蒋
考
マ
ル
チ
ン
・
フ
イ
リ
ッ
プ
ソ
ン
の
記
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
卿

く
，
「
概
し
て
凡
て
の
文
明
諸
岡
の
猫
太
族
人
の
状
況
は
、
十
九
仙
紀
の
七
十
年
代
の
中
欧
に
至
る
ま
で
、
其
の
外
部

的
關
係
に
於
て
は
幸
脈
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
猫
太
族
人
は
、
こ
れ
に
曲
っ
て
將
来
に
對
す
る
一
脈
の
希
望
を
起

し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
一
見
附
則
な
る
地
平
線
上
に
、
一
抹
の
略
装
が
籾
き
瓢
は
れ
は
じ
め
た
。
そ
れ

⑩

は
有
力
な
る
法
皇
教
御
派
の
有
つ
黎
風
隅
よ
り
、
勃
發
し
た
る
も
の
で
あ
っ
た
↑
一
と
。

一
八
七
八
年
基
数
趾
育
蹴
の
地
位
九
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ｊ
Ｉ

こ
の
哲
教
凌
會
の
暴
風
隅
よ
り
す
る
奉
然
た
る
運
動
が
、
必
し
も
最
弧
な
る
而
し
て
唯
一
な
る
反
猫
太
起
原
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
詔
ふ
ま
で
も
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
が
有
力
な
る
一
動
因
で
あ
っ
た
こ
と
、
殊
に
そ
の
前

後
の
雁
史
的
開
係
に
於
て
、
特
異
の
性
伐
を
有
し
た
こ
と
は
、
奔
定
し
得
な
い
。
し
か
も
こ
の
發
生
の
關
係
が
、
恰
も

焦
慰
不
安
の
時
勢
を
窺
知
せ
し
む
る
も
の
多
き
こ
と
、
更
に
こ
の
側
向
の
一
隅
に
於
て
生
じ
た
る
韮
教
刷
會
難
の
地
位

に
之
を
照
し
、
叉
同
瀧
が
常
初
自
由
主
義
を
却
っ
て
標
示
し
て
、
自
づ
か
ら
韮
教
祗
會
労
働
蕪
と
孵
し
、
卿
向
し
て
何

時
に
か
こ
の
勝
側
の
名
榊
を
脱
し
て
、
純
然
た
る
中
応
階
級
通
勤
に
し
て
養
本
反
抗
を
内
面
と
せ
る
、
反
猫
太
に
蹄
悲

一
八
七
八
年
基
放
献
宵
蹴
の
地
位
一
○

と
の
著
者
は
尚
こ
れ
に
つ
い
て
、
詳
記
し
て
曰
く
、
「
所
柵
文
化
浄
論
は
ピ
ス
マ
ル
ク
に
由
っ
て
、
奮
駁
識
御
勢
力

に
對
す
る
佼
略
に
於
て
始
め
ら
れ
、
野
磯
な
る
從
っ
て
拙
劣
な
る
椛
勢
が
川
ひ
ら
れ
た
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
際
、
亜

も
な
る
猫
太
人
代
議
士
は
、
こ
の
政
治
界
の
愛
態
に
對
し
て
、
む
し
ろ
無
關
心
の
態
度
を
侍
し
、
そ
し
て
所
訓
五
月
法

令
に
向
っ
て
は
反
對
投
粟
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
突
然
と
し
て
、
奮
教
糞
愈
派
の
闘
士
等
は

柵
逃
岡
内
及
び
岡
外
に
於
て
、
猫
太
人
に
對
す
る
反
抗
の
煽
動
を
公
然
と
し
て
行
ひ
始
め
た
。
彼
等
は
即
ち
、
自
山
主

義
的
事
攻
及
び
反
戦
向
的
風
潮
を
以
て
、
猫
太
族
に
發
す
る
罪
悪
と
見
倣
し
、
こ
れ
を
以
て
こ
の
傾
向
を
し
て
不
人
望

に
陥
ら
し
む
る
と
同
時
に
、
自
己
を
以
て
猫
太
辿
客
に
開
す
る
通
勤
の
上
の
、
基
教
殉
識
者
た
る
に
擬
せ
ん
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
麓
に
全
欧
の
保
守
反
動
主
義
者
等
が
漱
呼
し
た
る
と
こ
ろ
の
、
猫
太
族
に
と
り
て
の
第
一
の
脅
迫
の
前

徴
、
暴
風
雨
の
表
示
で
あ
る
。
而
し
て
全
枇
界
の
猫
太
族
に
と
り
て
の
、
新
し
き
困
難
な
る
試
練
の
時
期
の
開
始
で
あ

る
」
と
０
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し
た
こ
と
に
照
し
て
、
一
層
に
時
勢
を
窺
知
せ
し
む
る
も
の
多
き
こ
と
は
、
留
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
基
教
祗
會

β

蝋
が
樹
時
の
崎
．
形
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
は
、
ま
づ
こ
の
關
係
に
於
て
了
解
さ
れ
る
。

「
柵
逸
反
猫
太
諸
瀧
派
の
成
立
巾
來
」
の
著
者
ウ
オ
ル
チ
ネ
ク
は
、
同
書
に
、
「
猶
太
の
自
由
商
業
主
義
に
對
抗
し
て

經
濟
的
根
擦
よ
り
勃
發
し
た
る
闘
争
た
る
熊
派
的
防
禦
運
動
は
、
一
八
七
五
年
以
來
に
於
て
、
猫
太
自
由
主
義
と
假
稲

さ
れ
る
も
の
に
反
抗
し
つ
Ｌ
、
次
節
に
明
白
に
表
示
さ
れ
來
つ
た
と
こ
ろ
の
、
風
湘
を
作
る
に
至
っ
た
。
（
中
略
）
國

民
自
山
主
義
時
勢
に
對
す
る
そ
の
反
動
運
動
兼
は
、
猫
太
政
策
と
稲
す
る
名
稚
を
以
て
、
営
時
の
政
治
の
傾
向
を
形
客

⑪

し
、
こ
れ
を
以
て
舷
も
有
力
な
ろ
反
抗
煽
動
の
手
段
方
法
と
、
老
へ
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
。

こ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
一
八
七
三
年
の
經
濟
上
の
大
恐
懐
を
契
機
と
し
て
、
反
猫
太
が
經
濟
的
理
曲
を
以
っ
て
擁
頭

し
た
こ
と
を
柵
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
契
機
は
反
猫
太
に
偶
發
の
力
を
典
へ
た
も
の
で
、
同
時
に
反
動
主
義
を
併
せ
起
ら

し
め
、
反
猫
太
を
し
て
同
時
に
經
濟
的
政
治
的
竝
に
肺
會
的
意
義
を
有
す
る
に
至
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で

私
哩
ｚ
》
Ｏ

戦
後
の
急
速
な
る
安
本
主
義
的
組
織
の
成
立
と
い
ふ
こ
と
、
而
か
も
剛
ろ
散
漫
な
る
投
餐
、
雌
謀
な
る
企
業
絨
出
と

い
ふ
織
陥
を
も
包
含
し
た
も
の
の
結
果
は
、
遂
に
一
八
七
三
年
の
大
恐
悦
を
招
來
し
た
。
こ
れ
に
曲
る
企
業
組
織
の
崩

壊
、
金
融
機
關
の
倒
絶
は
、
巾
厳
階
級
而
し
て
中
流
知
識
階
級
に
對
し
、
非
常
に
困
難
な
る
状
態
を
典
へ
、
こ
の
状
態

が
産
業
準
備
時
代
の
生
応
手
段
所
有
者
を
保
謎
す
る
政
策
に
参
照
さ
れ
來
っ
て
、
非
國
家
的
な
る
猫
太
養
本
の
想
定

が
、
「
金
色
國
際
主
義
」
と
い
ふ
假
稚
の
も
と
に
攻
繋
さ
れ
、
こ
れ
に
保
守
反
動
主
義
の
思
想
、
更
に
哲
識
的
復
蒋
思

一
八
七
八
年
基
教
肚
會
蝋
の
地
位
二

1
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グ
ナ
ア
を
見
る
こ
と
は
、
基
識
肺
會
難
の
創
立
に
開
し
て
、
こ
の
經
濟
學
者
の
祇
會
思
想
が
不
識
の
間
に
示
唆
を
典
へ

た
る
べ
き
も
の
あ
る
こ
と
、
或
は
そ
の
間
何
等
か
の
連
絡
因
縁
あ
る
に
あ
ら
ざ
る
か
と
云
ふ
と
と
は
、
想
像
し
う
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ス
テ
ッ
カ
ア
が
宮
廷
牧
師
と
し
て
一
八
七
四
年
に
職
に
就
い
た
の
は
、
恰
も
經
濟
破
綻
の
激
動
の
さ
中

一
八
七
八
年
堆
教
趾
禽
燃
の
地
位
二
一

惣
も
侭
潤
し
た
ら
し
く
恩
は
れ
る
も
の
が
樅
溢
し
來
っ
て
、
自
由
主
義
と
國
民
自
曲
難
の
政
策
、
ｌ
そ
れ
は
文
化
詐

諭
の
原
動
と
な
っ
た
も
の
、
ｌ
と
立
悲
主
義
と
、
更
に
剛
民
自
由
熱
と
ピ
ス
マ
ル
ク
と
の
「
馴
合
ひ
」
と
が
！
更
に

叉
凡
て
の
好
ま
し
か
ら
ぬ
蔀
堂
が
、
「
猫
太
的
」
の
似
榊
の
下
に
非
難
攻
雛
さ
れ
た
。
ｌ
雁
に
そ
の
形
に
於
て
、
哲

識
盈
愈
の
教
育
法
案
に
對
す
る
非
難
と
同
様
で
あ
る
。
ｌ
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
ァ
ル
の
「
凋
逸
主
義
の
上
の
猫
太
主

義
の
勝
利
」
の
特
述
か
ら
，
ト
ラ
イ
チ
ケ
の
諭
識
、
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ュ
リ
ン
グ
の
反
猫
太
通
勤
、
ア
ド
ル
フ
◇
フ
エ
ル

ス
タ
ア
の
猫
太
排
斥
の
誌
願
通
勤
と
な
り
、
而
し
て
一
八
八
○
年
代
に
至
っ
て
、
反
猫
太
の
「
ペ
ル
リ
ン
通
勤
」
と
な

⑫

つ
た
。
こ
の
ベ
ル
リ
ン
邇
動
の
指
導
背
の
中
に
、
基
鍛
肺
向
蛾
お
創
立
許
ア
ド
ル
フ
・
ス
テ
ッ
カ
ア
が
あ
る
。

上
述
の
如
き
時
代
の
風
潮
と
、
文
化
浄
諭
の
餘
波
と
、
經
濟
危
機
の
影
響
と
の
川
に
、
混
乱
焦
唯
の
時
勢
下
の
崎
形

的
存
在
と
し
て
、
華
識
斌
絢
蹴
が
注
意
さ
れ
る
。
一
八
七
八
年
一
月
に
創
立
さ
れ
た
ろ
同
蕪
の
、
政
治
綱
価
に
開
し
て

は
、
私
は
未
適
餅
な
る
文
献
に
川
っ
て
、
佃
條
に
こ
れ
を
列
記
し
得
な
い
こ
と
瀞
遜
憾
と
す
る
。
同
縦
お
創
立
新
た
る

ア
ド
ル
フ
・
ス
テ
ッ
カ
ア
の
仲
記
は
，
之
を
「
柵
逸
仲
記
築
成
」
の
該
條
に
見
る
を
得
く
し
。
ス
テ
ッ
カ
ア
が
文
化
詳

論
の
時
期
、
及
び
こ
れ
に
次
ぐ
耐
御
主
義
者
抑
雌
の
昨
期
に
於
て
、
保
守
的
諸
派
に
開
係
を
有
し
た
こ
と
に
就
て
は
、

⑬

お
の
づ
か
ら
了
解
す
る
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
叉
彼
が
親
交
を
有
し
た
人
の
中
に
、
經
濟
學
者
ア
ド
ル
フ
・
ワ

q
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で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
、
更
に
彼
が
そ
の
職
ぞ
退
い
た
の
は
、
恰
も
ピ
ス
マ
ル
ク
退
職
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

一
層
に
注
意
さ
れ
る
。

ピ
ス
マ
ル
ク
と
ス
テ
ッ
カ
ア
と
の
關
係
が
、
種
堂
に
老
へ
ら
れ
る
に
拘
は
ら
す
、
ピ
ス
マ
ル
ク
徳
の
妓
も
優
れ
た
る

も
の
の
一
と
し
て
右
禍
な
ら
、
ポ
ウ
ル
・
マ
ッ
タ
ァ
「
ピ
ス
マ
ル
ク
と
そ
の
時
代
」
に
は
、
ス
｜
ア
ッ
カ
ア
の
事
絞
に
開

＠

し
て
は
多
く
を
説
い
て
な
い
。
唯
こ
Ａ
に
要
仙
を
得
た
る
も
の
と
し
て
、
韮
教
祇
御
煎
の
目
的
に
閲
す
る
記
事
が
．
ク

ラ
イ
ン
ハ
ッ
テ
イ
ン
ゲ
ン
衿
「
ピ
ス
マ
ル
ク
と
そ
の
川
境
」
に
在
る
を
幸
と
す
る
。

こ
の
著
者
の
記
述
に
曲
る
に
、
基
数
献
命
蝋
、
詳
し
く
言
へ
ぱ
創
立
常
時
の
名
稚
に
於
て
「
来
鐵
祇
禽
的
労
働
者
灘
」

（
Ｑ
］
房
三
号
‐
ぬ
Ｃ
購
巨
①
胄
胃
扁
与
昌
国
）
の
目
的
は
，
「
騨
側
考
等
を
、
祇
禽
民
主
主
義
か
ら
引
離
す
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
基
識
的
信
仰
と
國
王
及
び
岨
閏
に
對
す
る
敬
愛
と
の
境
地
に
、
彼
等
を
集
合
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
、

「
ス
テ
ッ
ヵ
ァ
の
方
針
は
、
多
少
の
閏
家
砒
會
主
義
的
な
る
要
求
を
除
く
な
ら
ば
、
結
局
は
保
守
的
」
な
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
從
っ
て
韮
轍
枇
會
蹴
的
煽
動
は
、
本
髄
的
に
は
、
「
向
山
主
義
に
對
抗
す
る
、
或
る
和
の
特
殊
な
る
保
守

⑮

的
性
蹴
の
突
雌
で
あ
る
」
。
更
に
伺
蝋
の
川
現
は
「
文
化
押
諭
の
銚
沈
の
兆
候
で
あ
る
」
。

こ
の
必
十
柵
を
以
て
、
基
識
枇
向
蹴
の
性
髄
を
知
る
こ
と
が
川
來
ろ
。
而
し
て
同
時
に
、
こ
の
新
識
宮
廷
牧
師
の
結

城
が
、
文
化
繩
諭
の
衰
微
の
時
期
に
於
て
、
叉
批
御
主
義
背
抑
雌
が
尚
未
皇
帝
蠕
殺
計
飛
の
起
ら
ざ
る
前
帝
剛
宰
杣
が

⑯

こ
れ
を
一
の
疫
病
と
形
容
し
て
教
化
懐
柔
す
べ
し
と
考
へ
て
ゐ
た
域
の
時
期
に
於
て
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
の
帝
國

内
政
紫
の
發
展
の
上
に
於
て
の
、
地
位
を
窺
知
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
悲
教
的
通
勤
の
激
動
と
、
維
濟
的
危
機
の

一
八
七
八
年
韮
敦
献
含
蹴
の
地
位
一
三
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一
八
七
八
年
推
教
祗
宵
無
の
仙
位
一
四

餘
波
と
、
こ
れ
に
作
ふ
肺
愈
、
壬
韮
的
思
想
の
動
描
と
の
冊
に
在
る
一
八
七
八
年
一
月
の
時
に
、
新
識
宮
廷
牧
師
、
罐
に

浦
廷
牧
師
に
川
る
政
治
的
肚
愈
的
通
勤
を
起
す
べ
き
も
の
た
る
非
数
ｍ
御
難
が
、
時
代
の
一
異
現
象
と
し
て
老
へ
ら
れ

る
鮎
、
或
は
想
像
さ
れ
う
べ
き
鮎
は
、
ま
こ
と
に
多
燕
且
つ
睡
糞
で
あ
る
と
詔
っ
て
可
か
ら
う
。
文
化
瀞
諭
に
際
し
，

⑰

ピ
ズ
マ
ル
ク
を
し
て
、
餘
り
に
新
教
的
な
り
と
形
容
せ
し
め
た
る
、
普
燃
西
王
及
び
宮
廷
の
状
況
も
、
こ
の
老
泄
の
中

に
入
り
来
る
も
の
た
る
を
失
は
な
い
。
迩
憾
な
が
ら
今
日
に
於
て
は
、
私
は
こ
れ
ら
に
閥
す
る
私
の
想
定
を
、
大
鵬
に

言
明
す
る
こ
と
の
時
期
に
逹
し
て
ゐ
な
い
が
、
唯
と
上
に
は
、
そ
の
想
定
が
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
程
度
と
範
剛
と
に
於

て
存
す
る
こ
と
を
述
べ
て
低
く
・

「
多
少
の
岡
家
祗
向
主
義
的
な
る
要
求
」
を
有
し
つ
上
、
木
礎
的
に
は
保
守
的
な
る
基
識
杜
會
黛
は
、
そ
の
簸
初
の
名

稲
の
示
す
如
く
、
そ
の
通
勤
の
對
象
、
或
は
換
言
せ
ぱ
そ
の
通
勤
の
活
動
範
囲
を
、
常
時
の
多
く
は
祗
會
民
主
主
義
的

な
る
大
衆
の
間
に
求
め
て
ゐ
た
。
し
か
も
そ
れ
に
は
、
法
皇
レ
オ
十
三
仙
を
首
と
す
る
森
識
自
川
主
義
運
動
の
如
き
、

抑
論
の
系
統
も
な
く
、
思
想
の
深
亜
も
な
く
、
叉
識
御
組
織
に
立
脚
す
る
蓮
動
系
統
の
雌
力
も
な
か
っ
た
。
「
自
山
主

義
に
對
抗
す
る
或
る
特
殊
の
突
盤
」
を
川
意
し
つ
上
、
「
勢
例
者
等
を
祗
向
民
主
主
義
か
ら
引
離
す
」
に
努
力
し
、
そ

れ
を
國
家
に
引
戻
し
，
帝
閏
宰
相
の
政
策
に
合
致
ｌ
こ
の
事
は
想
定
す
る
に
困
難
で
な
い
、
ｌ
せ
し
め
む
と
し

⑬

た
。
而
し
て
一
八
七
八
年
の
窮
辿
の
状
態
に
對
し
て
は
こ
の
迂
向
に
類
し
た
運
動
は
保
守
的
諸
派
に
も
喜
ば
れ
ざ
る
も

の
で
あ
り
、
又
自
曲
的
諸
派
の
笑
ふ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
叉
而
し
て
、
宰
相
の
こ
れ
に
對
す
る
態
度
如
何
は
、
頗
る
暖

昧
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
恩
は
れ
る
。’



－

と
し
て
現
象
し
た
虹
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
斯
く
て
叉
斯
か
る
故
に
、
そ
の
史
上
の
地
位
が
汗
盈
に

注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

果
し
て
蕪
識
枇
御
蹴
は
、
「
瀧
敬
廷
會
の
暴
風
隅
」
よ
り
發
生
し
た
る
反
猫
太
の
波
群
に
、
包
括
さ
れ
た
。
ス
テ
・
ツ

ヵ
ア
が
そ
の
杜
向
通
勤
の
常
初
か
ら
、
反
猫
太
的
伽
向
を
有
し
て
ゐ
た
か
否
か
に
就
て
は
，
猫
論
議
す
べ
き
餘
地
が
多

い
と
は
詔
へ
、
し
か
も
一
八
七
五
年
に
於
け
る
帝
図
財
政
策
に
對
す
る
保
守
派
諦
黛
の
攻
繋
、
即
ち
反
猫
太
資
本
的
攻

螺
の
後
を
承
け
て
、
彼
が
そ
の
除
響
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
知
る
に
難
く
な
い
。
而
し
て
こ
の
保
守
諸

鎭
の
行
動
を
契
機
と
し
た
も
の
と
老
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
宰
相
と
保
守
難
と
の
反
目
（
後
説
）
の
間
に
在
り
て
、
基

数
耐
向
蹴
の
目
的
が
前
述
の
如
く
で
あ
っ
た
こ
と
を
老
ふ
る
時
は
、
一
隅
に
そ
れ
が
崎
形
的
な
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

⑲

が
窺
は
れ
る
。
一
八
八
○
年
に
ス
》
ア
ッ
カ
ア
は
「
現
代
猫
太
主
義
」
を
特
し
た
つ
そ
の
中
に
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
等
は

兼
将
教
に
蹄
依
せ
ざ
る
限
り
は
、
決
し
て
脊
等
と
一
致
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
洲
ひ
。
叉
同
年
十
一
月
杵
礁
西
議
會

に
於
て
、
述
べ
て
Ｈ
く
、
「
猫
太
川
越
は
企
に
と
り
て
、
宗
教
的
で
も
、
人
諏
的
で
も
、
亦
國
法
的
で
も
無
い
。
通
に

耐
命
的
倫
理
的
問
題
で
あ
る
」
と
柵
つ
た
。
即
ち
彼
に
於
て
の
反
猫
太
は
、
韮
教
同
化
主
張
で
あ
り
、
道
義
的
で
あ
る

所
謂
文
化
諏
諭
の
鉗
沈
の
兆
候
と
し
て
、
現
象
し
た
る
韮
教
疵
向
瀧
は
、
結
局
は
不
透
徹
な
る
不
確
定
な
る
目
的
手

段
に
擦
る
一
異
例
、
而
し
て
崎
形
的
な
る
存
在
で
あ
っ
た
。
文
化
的
思
想
的
暴
風
と
、
經
濟
的
驍
雨
と
の
後
に
、
朧
朧

が
、
同
時
に
こ
の
言
明
の
中
に
も
矛
肝
を
包
含
す
る
。

元
来
と
の
時
代
の
反
猫
太
は
、
そ
れ
が
宗
激
的
で
あ
り
人
極
的
で
あ
り
Ⅱ
剛
法
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
深
刻
な

一
八
七
八
年
飛
敦
趾
禽
轆
の
地
位
一
五

｜
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一
八
七
八
年
韮
敦
斌
會
蹴
の
地
位
一
六
，

る
表
明
が
存
在
し
た
。
然
る
に
ス
テ
ッ
カ
ア
は
、
猫
太
Ⅲ
題
の
意
義
を
、
猫
太
人
が
果
し
て
柵
逸
人
の
閲
民
的
全
努
力

に
對
し
、
快
く
共
同
分
婚
す
る
や
否
や
の
こ
と
に
存
す
と
し
、
若
し
猫
太
人
か
韮
将
教
に
師
依
す
る
な
ら
ば
，
問
題
は

お
の
づ
か
ら
解
消
す
と
老
へ
る
如
く
で
あ
る
。

こ
の
態
度
は
、
中
熊
有
識
階
級
の
有
し
た
保
守
的
側
向
の
反
猫
太
の
う
ち
に
、
白
山
主
義
的
融
通
心
途
を
世
く
こ
と

に
於
て
、
彼
等
と
も
陥
絶
す
る
と
同
時
に
、
自
山
的
立
春
の
迩
老
も
称
し
て
ゐ
な
い
。
加
之
，
彼
の
反
猫
太
は
經
濟
的

根
披
に
於
て
、
當
時
の
一
般
反
猫
太
と
一
致
し
な
い
。
即
ち
同
化
主
碓
の
下
に
對
猫
太
令
樅
の
方
策
を
老
胆
す
る
も
の

で
あ
る
故
に
、
こ
の
鮎
に
於
て
も
亦
他
の
反
猫
友
と
陥
絶
し
て
ゐ
た
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
に
山
ろ
彼
の
茶
識
献
御
蝋
の

祗
禽
改
造
策
は
、
片
輪
的
で
あ
り
不
徹
底
で
あ
り
微
洲
的
で
あ
り
通
時
代
的
で
あ
り
、
從
っ
て
そ
の
主
張
は
仙
論
に
共

鳴
を
見
出
し
難
き
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
何
か
故
に
ス
テ
ッ
ヵ
ァ
が
こ
の
態
度
を
有
し
た
か
、
こ
の
態
度
が

何
等
か
の
鮎
に
於
て
帝
幽
政
策
と
机
通
ず
ろ
も
の
な
か
り
し
か
、
等
を
老
ふ
る
こ
と
は
、
基
教
祉
禽
黛
の
地
位
を
窺
知

し
肌
祉
堂
の
想
定
を
生
じ
得
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

基
教
肺
稗
勢
例
粁
蹴
は
反
猫
太
蹴
汲
に
推
移
す
る
間
に
、
何
時
の
間
に
か
そ
の
蝋
の
名
稚
の
う
ち
か
ら
、
「
好
例
群
」

の
字
を
除
い
て
、
単
に
「
韮
識
肺
禽
潔
」
と
稲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
愛
名
の
却
山
は
．
同
灘
が
そ
の
所
謂
祉
會

改
革
を
行
ふ
こ
と
に
好
都
合
な
り
と
見
た
る
反
猫
太
の
側
向
の
中
に
、
自
身
を
包
括
せ
し
む
る
と
同
時
に
、
お
の
づ
か

ら
中
旋
者
の
蛾
淡
、
而
し
て
妓
も
反
猫
太
的
な
る
も
の
に
、
郷
向
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
老
へ
ら
れ

る
。
こ
の
一
事
は
以
て
如
何
に
，
同
蹴
が
徹
底
せ
ざ
る
主
義
目
的
を
有
し
た
か
を
知
ら
し
め
、
同
時
に
叉
そ
の
崎
形
的

’



存
在
の
内
容
を
知
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
反
猶
太
に
し
て
同
化
主
張
を
有
し
、
保
守
的
の
如
く
し
て
進
歩
的

で
あ
り
、
黛
派
組
織
の
根
鑛
は
保
守
に
存
し
な
が
ら
、
通
勤
は
可
及
的
に
民
主
的
な
る
も
の
を
標
示
し
、
而
し
て
勢
働

者
階
級
の
囲
僻
か
ら
小
市
民
階
級
の
囲
慨
に
移
り
、
宮
廷
牧
師
に
し
て
理
論
運
動
頗
る
卑
近
な
る
煽
動
考
に
類
し
、
運

動
の
内
容
も
不
明
瞭
で
あ
り
、
對
象
も
何
虎
に
あ
る
か
を
審
に
せ
ず
、
結
局
は
所
謂
「
喧
騒
反
猫
太
」
の
市
井
の
鑿
に

堕
し
た
る
も
の
は
、
経
に
八
○
年
代
の
半
に
至
っ
て
、
更
に
何
時
の
閲
に
か
そ
の
姿
を
見
得
ざ
る
も
の
と
な
り
経
っ

た
。

さ
て
経
に
、
同
灘
と
帝
凹
宰
相
と
の
關
係
に
就
て
は
、
賊
る
興
味
あ
る
想
定
が
行
は
れ
る
。
元
來
一
仙
を
震
憾
せ
し

め
た
る
文
化
諦
論
の
教
育
法
規
細
定
の
經
緯
に
就
い
て
さ
へ
、
明
瞭
な
る
言
明
を
さ
け
て
黄
任
の
艸
嫁
を
試
み
た
る
宰

相
が
、
こ
の
韮
教
肺
會
蹴
と
の
關
係
、
則
ち
「
宮
廷
牧
師
」
の
運
動
に
し
て
、
「
文
化
諏
論
の
鋪
沈
の
兆
候
」
た
る
同

蹴
と
の
關
係
を
言
明
す
る
に
、
愼
亜
で
あ
る
ぺ
か
り
し
こ
と
は
之
を
察
す
る
に
難
く
な
い
。
孵
軍
ロ
ー
ン
を
し
て
ビ
ス

⑳

マ
ル
ク
の
無
壷
任
を
恢
慨
せ
し
め
、
「
帝
國
宰
相
も
亦
フ
ア
ル
ク
博
士
の
壷
任
を
分
つ
可
き
な
り
」
、
と
謂
は
し
め
た

こ
と
に
参
照
し
て
、
宰
相
の
そ
の
蝿
書
等
に
於
て
、
ス
テ
ッ
カ
ア
と
そ
の
瀧
派
と
の
關
係
に
就
て
の
言
明
を
見
る
こ
と

は
、
殆
ん
ど
不
可
能
な
り
と
恩
は
れ
る
。

こ
の
娘
も
興
味
あ
る
研
究
に
開
し
て
は
、
前
述
の
如
く
私
は
伽
に
二
三
の
文
献
を
、
坐
右
に
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と

の
理
由
に
由
っ
て
、
敢
て
詳
か
に
辿
ぷ
る
の
列
氣
を
有
し
な
い
。
唯
こ
上
に
全
般
的
の
概
察
に
端
緒
を
典
ふ
る
も
の
と

“

し
て
、
オ
ッ
ト
・
イ
エ
リ
ン
ガ
ア
著
「
ピ
ス
マ
ル
ク
と
猫
太
」
の
記
事
を
採
る
こ
と
と
す
る
。

一
八
七
八
年
飛
散
耐
會
瀧
の
地
位
一
七
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一
八
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同
書
に
は
ス
テ
ッ
カ
ア
の
幹
諜
「
十
三
年
間
の
悔
廷
牧
師
及
び
政
治
家
」
の
言
を
引
川
し
て
、
彼
と
ピ
ズ
マ
ル
ク
と

の
無
友
交
を
説
き
、
且
そ
の
中
の
ス
テ
ッ
カ
ア
の
言
明
と
し
て
、
「
本
來
猫
太
に
對
す
る
岡
は
、
ピ
ス
マ
ル
ク
の
ス
テ

ッ
カ
ア
に
對
す
る
敵
祀
の
原
因
で
あ
る
」
と
し
て
ゐ
る
。
叉
更
に
同
書
に
は
プ
ッ
シ
の
日
記
を
引
川
し
、
ピ
ス
マ
ル
ク

が
宮
廷
牧
師
選
任
の
際
に
ス
テ
ッ
ヵ
ア
を
以
て
、
「
活
動
的
な
勇
敢
な
呼
問
な
人
物
」
な
り
と
し
た
こ
と
を
記
し
て
ゐ

、ろ
。
こ
の
二
つ
の
記
事
は
、
雑
駁
肺
件
蹴
の
方
策
郷
向
、
則
ち
反
猫
太
へ
の
鍵
化
が
、
同
時
に
ビ
ス
マ
ル
ク
の
ス
テ
ッ

ヵ
ァ
に
對
す
る
心
境
の
愛
化
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
そ
し
て
こ
の
鍵
化
の
後
に
於
て
も
、
所
荊
敵
祀
の
状
態

を
以
て
し
て
、
猫
十
年
間
ス
テ
ッ
カ
ア
は
宮
廷
牧
師
で
あ
り
、
そ
し
て
ピ
ス
マ
ル
ク
退
職
の
時
期
に
そ
の
職
を
退
い
た

こ
と
が
、
吾
共
に
注
意
さ
れ
る
。

ピ
ス
マ
ル
ク
が
猫
太
問
題
及
反
猫
太
を
、
い
か
に
解
繩
し
て
ゐ
た
か
は
、
今
日
に
於
て
尚
多
く
の
研
究
餘
地
を
礎
す

＠

と
こ
ろ
で
あ
る
。
反
猫
太
を
以
て
彼
が
柵
逃
人
の
偏
狭
な
る
性
癖
の
一
端
な
り
と
す
る
こ
と
、
當
時
の
一
部
の
知
識
階

級
に
於
け
る
が
如
き
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
、
或
は
他
に
老
ふ
る
と
こ
ろ
あ
り
て
反
猫
太
に
鈴
成
し
な
か
っ
た
か
否
か

或
は
又
、
反
猫
太
は
元
來
所
訓
哲
教
共
愈
の
暴
風
隅
よ
り
發
し
た
ろ
も
の
多
し
と
し
て
、
帝
國
宰
相
の
志
す
と
こ
ろ

に
、
消
極
的
な
る
力
を
與
へ
る
も
の
と
さ
れ
た
か
否
か
、
等
に
就
て
は
、
輕
廷
に
説
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
存
す
る
こ

と
は
、
勿
論
明
ら
か
で
あ
る
。
唯
産
業
振
興
に
就
て
の
政
策
、
或
は
財
政
策
一
般
に
於
て
、
宰
相
猶
太
化
の
非
難
あ
る

こ
と
に
随
ひ
、
こ
の
上
に
於
て
宰
扣
と
猫
太
と
が
、
雛
即
い
づ
れ
に
せ
よ
深
き
關
係
の
上
に
存
す
る
こ
と
は
、
疑
な
き

と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
事
は
、
前
記
の
宰
相
の
心
境
鍵
化
の
以
前
に
於
け
る
宰
相
と
基
教
祇
會
瀧
と
の
關
係
の

－



、

上
噂
想
定
を
生
ぜ
し
む
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
ろ
ア
ッ
カ
ア
は
前
記
の
「
十
三
年
間
云
餐
」
の
著
書
に
於
て
、
彼

の
反
猶
太
は
決
し
て
宰
机
の
指
示
で
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
こ
の
事
の
逆
意
は
、
反
猫
太
以
前
の
ス
テ
ッ
カ
ア

運
動
と
宰
相
と
の
關
係
を
想
像
せ
し
む
。

一
八
七
三
年
經
濟
危
機
の
後
、
財
政
策
を
非
難
し
、
「
銀
行
の
、
株
券
の
、
叉
取
引
の
特
椛
は
、
迩
際
の
状
態
に
於

て
は
、
全
く
猫
太
の
特
椛
で
あ
る
」
と
孵
し
、
「
時
期
佃
條
」
１
大
銀
行
家
プ
ラ
イ
ヒ
レ
ェ
ダ
ァ
の
勢
力
風
膝
下
の

⑳

財
政
策
時
期
に
、
非
難
を
加
ふ
る
佃
條
、
一
八
七
五
年
、
ｌ
を
論
じ
て
、
「
ピ
ス
マ
ル
ク
と
猫
太
」
の
著
者
ペ
ル
ロ

ッ
ト
は
，
こ
の
財
政
非
難
を
以
て
、
眞
蟹
に
し
て
唯
一
な
る
理
山
、
そ
れ
は
ピ
ス
マ
ル
ク
と
保
守
蝋
と
の
乗
離
の
理
由

で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
文
化
諏
諭
は
か
く
て
始
ま
り
、
基
教
祗
命
無
成
り
、
祗
會
主
義
者
抑
雌
始
ま
る
。
こ
の
間
宰
相

は
ス
テ
ッ
カ
ア
の
人
物
を
蛍
揚
し
、
し
か
も
こ
れ
と
近
づ
く
こ
と
な
し
。
ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ
ア
と
は
宰
相
は
好
く
語

っ
た
が
、
ス
テ
ッ
カ
ア
に
は
淡
糞
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
詔
ふ
。
「
十
三
年
間
宮
廷
牧
師
及
び
政
治
家
」
に
こ
れ
を
記
す
。

宰
祁
の
淑
知
こ
の
煽
動
者
の
行
動
を
老
載
せ
ざ
る
加
川
な
し
。
こ
れ
ら
の
關
係
の
條
理
は
、
捉
へ
易
き
が
如
く
し
て
、

又
潅
然
と
し
て
判
定
し
難
き
も
の
で
あ
る
。
韮
教
壮
向
蕪
は
、
正
に
「
ピ
ス
マ
ル
ク
と
保
守
蕪
と
の
親
和
の
鉗
沈
の
兆

候
で
あ
る
」
、
と
詔
ひ
得
や
う
。

（
附
記
。
本
誌
鋪
十
岬
、
拙
稲
「
オ
ル
シ
｜
一
事
愛
の
前
後
」
の
練
稲
は
、
ネ
オ
ゲ
ル
フ
イ
に
州
す
る
遡
當
な
る
文
献

を
得
ざ
る
ま
上
に
、
未
完
と
し
て
今
日
に
及
ん
だ
。
他
日
、
ネ
オ
ゲ
ル
フ
イ
と
第
三
政
蕪
成
立
と
自
由
貿
易
策
と

に
淵
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
価
時
代
末
期
を
論
じ
た
く
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
）
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八
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八
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砒
含
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