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れ
て
レ
る
。
つ
ま
り
本
書
の
第
一
部
と
第
二
部
に
封
す
る
我
々
の
疑
問
と
危
倶

と
の
段
大
の
も
の
は
、
古
代
等
制
関
家
機
力
の
構
造
と
そ
の
生
産
力
的
基
礎
を

あ
ま
り
に
も
性
急
に
究
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の

よ
う
な
専
制
鴎
家
権
力
に
封
す
る
織
烈
な
問
題
関
心
は
、
著
者
の
最
初
の
部
や

か
し
い
労
作
で
あ
っ
た
第
三
部
の
中
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
さ
き
に
森
正
夫
氏
が
そ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
生
産
力
を
生
産
力
の
み

と
し
て
、
構
造
を
構
造
の
み
と
し
て
把
え
る
傾
向
は
、
躍
に
第
三
部
の
み
な
ら

ず
、
む
し
ろ
第
一
部

・
第
二
部
に
お
い
て
一
そ
う
鮮
明
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
本
主
回
全
醐
胞
を
通
ず
る
傾
向
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

本
惑
が
淡
か
ら
明
に
ま
で
及
ぶ
股
汎
な
領
域
の
重
要
問
題
を
と
り
吸
う
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
基
調
に
存
在
す
る
専
制
閥
家
権
力
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

は
、
漢
唐
の
そ
れ
と
明
清
の
そ
れ
と
の
構
造
的
相
還
が
何
で
あ
る
か
、
そ
の
聞

の
園
家
権
力
の
構
造
に
い
か
な
る
繁
質
が
あ
る
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と

少
く
と
も
私
に
は
思
わ
れ
る
し
、
唐
宋
の
製
革
の
意
味
す
ら
そ
れ
に
い
か
な
る

質
的
礎
化
を
奥
え
た
か
が
十
分
に
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば

専
制
凶
家
権
力
な
る
も
の
が
無
前
提
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
か
つ
て
檎
淵
翻
夫
氏
が
著
者
の
前
者
『
中
闘
古
代
阜市
閣
の

形
成
と
構
造
』
に
封
し
て
、
「
園
家
機
力
が
民
間
の
一
切
を
一
方
的
に
律
す
る

と
い
う
西
嶋
氏
の
制
度
史
的
デ
ス
ポ
テ
ィ
ス
ム
論
的
視
野
」
の
根
強
い
残
存
を

指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
惣
起
さ
せ
る
(
「
所
調
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
値
」
一
橋

論
策
四
七
径
三
鋭
二
七
一
頁
)
。
そ
し
て
、
ア
ジ
ア
的
デ
ス
ポ
テ
イ
ズ
ム
論
が

停
滞
論
的
観
貼
を
も
つ
こ
と
、
我
々
は
そ
れ
を
超
克
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
著

者
は
く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
に
お
い
て
森
氏
が
い

う
よ
う
に
、
著
者
は
新
停
滞
論
的
視
貼
を
院
し
き
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
あ

り
¥
増
淵
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
動
き
の
と
れ
な
い
構
造
論
」
と
い
う
言
葉
は
本
書

に
も
本
質
的
に
は
安
笛
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
が
、
著
者
の
卓
越
し
た

惟
刑
法
論
的
洞
察
と
分
析
を
一
そ
う
積
駆
的
に
斯
慰
の
進
展
に
役
立
て
る
た
め
に

は
、
増
淵
氏
が
い
う
よ
う
に
「
内
面
的
視
野
に
立
っ
て
中
閣
の
廃
史
の
展
開
を

支
え
る
主
髄
的
要
因
を
定
立
し
、
そ
れ
の
機
能
す
る
諸
側
面
の
時
代
的
相
違
を

明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
(
向
上
二
八
八
頁
)
、
森
氏
の
い
う
階
級
閲
容
の
視
野

を
と
り
い
れ
て
闘
家
権
力
そ
の
も
の
の
愛
質
を
狙
上
に
の
ぼ
す
こ
と
、
専
制
権

力
の
側
か
ら
、
上
か
ら
の
硯
駄
を
無
意
識
に
と
る
の
で
は
な
く
、
下
か
ら
、
そ

れ
を
動
か
す
も
の

の
側
か
ら
の
税
貼
を
加
え
て
、
同
県
に
郷
詮
法
的
な
立
場
に
立

つ
こ
と
、
が
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。(川

勝
義
雌
)

唐
王
朝
の
賎
人
制
度
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五
八
五
頁

東
洋
史
研
究
合

本
書
は
著
者
自
身
の
言
葉
を
か
れ
ば
、
「
玉
井
是
博
数
授
の
名
篇
『
唐
の
賎

民
制
度
と
そ
の
由
来
』
と
、
仁
井
田
陸
博
士
の
古
向
者
『
支
那
身
分
法
史
、
第
八

章
1
部
曲
奴
解
法
』
に
お
け
る
貴
重
な
研
究
を
受
け
継
い
で
、
唐
王
朝
の
官
私

の
賎
人
制
と
そ
の
由
来
を
尋
ね
た
も
の
」
で
あ
る
(
後
出
「
梗
概
」
)
。
全
館
は

主
筋
と
外
篇
に
分
か
た
れ
、
主
篇
を
な
す
六
章
は
、
戦
後
昭
和
二
九
年
か
ら
四

O
年
ま
で
に
護
表
さ
れ
た
一
三
筋
の
論
文
を
も
と
に
し
て、

今
回
新
た
に
書
き

下
ろ
さ
れ
た
も
の
、
こ
れ
に
た
い
し
て
外
篇
を
な
す
六
篇
は
、
戦
前
、
戦
後
に

褒
表
さ
れ
た
論
文
の
中
か
ら
、
主
篇
に
関
係
深
い
も
の
を
選
ん
で
、
葱
稿
の
ま

ま
牧
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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さ
て
本
書
の
内
容
の
紹
介
で
あ
る
が
、
賓
の
と
こ
ろ
こ
れ
は
あ
ま
り
必
要
で

な
い
。
第

一
、
本
書
の
大
部
分
は
、
ぼ
う
大
な
資
料
を
駆
使
し
た
綿
密
き
わ
ま

る
考
鐙
で
う
ず
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
識
者
御
自
身
お
讃

み
ね
が
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
つ
ぎ
に
論
旨
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
が
執
筆

さ
れ
た
『
唐
王
朝
の
賎
人
制
の
研
究
梗
概
』
(
山
梨
大
拳
拳
襲
同
学
部
研
究
報
告

第
一
六
鋭
)
が
あ
っ
て
、
論
旨
を
正
し
く
し
る
う
え
で
こ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は

な
い
。
そ
こ
で
こ
の
書
評
は
、
「
梗
概
」
の
梗
概
を
書
き
つ
ら
ね
る
と
い
っ
た

無
意
味
な
こ
と
は
や
め
に
し
て
、
た
だ
気
が
つ
い
た
こ
と
、
と
く
に
興
味
を
費

え
た
こ
と
、
あ
る
い
は
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
な
ど
を
記
す
に
止
め
た
い
。
た
い

へ
ん
わ
が
ま
ま
な
書
評
に
な
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
え
も
っ
て
お
許
し
ね

が
い
た
い
と
思
う
。

本
書
を
讃
み
す
す
む
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
、
こ
れ
は
徹
頭
徹
尾
国
家
の
法
あ
る
い
は
身
分
制
度
か
ら
み
た
賎
人
階

級
の
地
位
、
性
格
の
研
究
で
あ
っ
て
、
現
質
に
は
き
わ
め
て
多
種
多
様
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
枇
曾
的
・
経
済
的
な
存
在
形
態
の
研
究
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
範
閣
の
限
定
は
、
今
図
書
き
下
ろ
さ
れ
た
主
篇
に
お

い
て
と
り
わ
け
厳
格
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
目
も
、
お
の
ず
か
ら
こ
の

範
幽
に
局
限
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
ま
た
そ
こ
な
り
の
興

味
あ
る
多
く
の
問
題
に
出
曾
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
主
篇
第
一
章
は
「
私
奴
鱒
の
研
究
」
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
こ
で
仁
井

田
陸
氏
の
例
の
字
人
宇
物
訟
を
鋭
く
批
剣
し
て
い
る
。
仁
井
田
氏
は
奴
縛
の
性

質
が
全
く
の
「
物
」
で
は
な
く
、
「
人
」
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
、
八
項
目
に
わ
た

っ
て
説
明
し
た
。
そ
の
中
に
た
と
え
ば
結
婚
の
適
法
性
が

あ
る
。
と
こ
ろ
が
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
奴
縛
の
人
的
性
質
を
示
す
も
の
で

も
な
ん
で
も
な
い
。
甲
家
の
奴
と
乙
家
の
縛
の
結
婚
は
、
正
笛
な
法
的
行
局
と

し
て
成
り
立
た
な
い
。
何
故
な
ら
奴
は
甲
家
の
財
物
、
稗
は
乙
家
の
財
物
だ
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
奴
の
結
婚
相
手
は
解
身
分
の
も
の
、
し
か
も
自
家
の
婚
に

限
ら
れ
、
ま
た
そ
の
結
婚
は
あ
く
ま
で
主
人
の
自
由
意
志
に
よ
る
の
で
あ
り
、

畢
覚
奴
縛
の
増
殖
の
み
を
目
的
と
し
た
行
震
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
主
人

は
こ
の
結
婚
に
少
し
も
拘
束
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
奴
稗
が
あ
く
ま
で
「
物
」

に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、
仁
井
田
氏
が
こ
れ
を
質
に
お
い
て
良
人
の
結

婚
と
祭
る
所
が
な
か
っ
た
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
言
わ
れ
て
み

れ
ば
な
る
程
そ
の
と
お
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
ほ
か
に
も
著
者
は
仁
井
田
氏
の
宇
人
宇
物
説
の
根
竣
を
批
判
す

る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
奴
稗
は
完
全
に
物
だ
と
主
張
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
私
奴
鮮
は
主
人
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
「
物
」

と
し
て
の
性
質
で
規
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
関
家
君
主
と
の
閥
係
す
な
わ
ち
王

法、

王
道
的
吐
禽
秩
序
の
も
と
で
は
、

「
閣
民
の
端
く
れ
と
し
て
人
格
あ
る
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
」
る
(
五
八
頁
)
。
た
と
え
ば
私
奴
縛
も
闘
民
の
一
員
と
し

て
園
家
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
主
人
と
い
え
ど
も
一
一
一
事
(
謀

反
、
謀
大
逆
、
謀
叛
〉
の
ご
と
き
大
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
官
に
告
殺
す
る

能
力
と
責
任
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
私
奴
稗
で
も
、
主
人
以
外
の
者
な
ら

ば
、
そ
の
犯
罪
を
、
主
人
を
綬
ず
し
て
告
官
す
る
能
力
を
輿
え
ら
れ
、
あ
る
い

は
主
人
以
外
の
者
か
ら
生
命
、
身
髄
そ
の
他
の
侵
害
を
蒙
る
こ
と
を
あ
る
程
度

保
護
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
保
護
規
定
は
、
主
人
と
い
え
ど
も
私
奴
縛
を

「
専

殺
」
(
官
に
申
告
し
な
い
で
殺
す
こ
と
)
し
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
と
精

紳
に
お
い
て
一
脈
通
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
著
者
も
仁
井
田
氏
と
同
じ
く
厳
密
な
法
制
史
的
研
究
を
お
こ
な

い
、
結
論
と
し
て
は
い
わ
ば
同
じ
学
入
学
物
読
を
と
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

い
て
そ
の
半
人
宇
物
設
の
怠
味
内
容
は
穎
著
に
相
違
し
、
そ
こ
に
雨
氏
の
易
相

-171-
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の
線
本
的
な
差
異
が
鮮
や
か
に
浮
び
上
っ
て
く
る
の
を
見
る
の
は
、
ま
こ
と
に

興
味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
の
念
頭
に
も
、
ロ
ー
マ
法
と
の
比
較
に

よ
る
中
図
法
の
特
質
の
究
明
と
い
う
緩
想
法
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

し
そ
の
比
較
と
、
人
的
性
質
の
抽
出
は
や
や
皮
相
閥
単
純
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な

く
、
結
果
に
お
い
て
は
、
奴
刷
仰
の
物
的
性
質
と
人
的
性
質
を
た
だ
一
件
面
的
に
並

列
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
止
り
、
そ
れ
が
矛
盾
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
が
と
こ
か
ら
生

じ
て
き
た
の
か
を
追
究
す
る
方
向
へ
は
す
す
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
で
あ

ろ
う
か
。
筆
者
の
仁
井
田
氏
の
業
績
に
た
い
す
る
理
解
は
浅
い
け
れ
ど
も
、
少

く
と
も
そ
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
、
中
闘
の
専
制
支
配
値
制
の
廃
史
的
把
握

と
い
う
硯
角
の
倣
如
に
あ
り
は
し
な
い
か
と
推
察
す
る
。
つ
ま
り
仁
井
田
氏
は

「
人
」
を
一

般
的
概
念
で
と
ら
え
、
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
な
か
っ

た
。

一
方
昨
年
の
東
洋
史
談
話
自
国大
自
国
で
西
嶋
定
生
氏
、
が
お
こ
な
っ
た
仁
井
田

説
批
判
は
、
論
旨
に
お
い
て
お
ど
ろ
く
ほ
と
本
書
と
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
の

矧
似
の
原
因
も
ま
た
、
中
脳
の
賎
人
制
度
の
股
史
的
特
質
を一等
制
御
制
と
の
述

闘
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
共
通
の
視
角
に
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

第
二
意
「
部
曲
客
女
の
研
究
」
は
著
者
年
来
の
研
究
封
伯
郡
で
あ
り
、
私
賎
人

の
な
か
で
奴
仰
と
百
四
別
さ
れ
る
上
級
賎
人
の
法
制
的
性
格
が
詳
細
に
説
か
れ
て

い
る
の
部
曲
に
つ
い
て
は
宮
崎
市
定
氏
の
農
奴
設
が
あ
っ
て
著
者
の
見
解
と
封

立
し
て
い
る
が
、
こ
の
貼
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
著
者
は
法
制
史
的
観

鮎
か
ら
論
じ
、
宮
崎
氏
は
む
し
ろ
質
態
に
着
目
し
、
そ
も
そ
も
立
脚
貼
が
く
い

ち
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
者
者
の
立
場
が
あ
く
ま
で
法
制
上
の
た
て

ま
え
、
原
則
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
不
得
議
政
駈
使
及
貿
山
県
」
と
い

う
規
定
も
、
や
は
り
鎖
国
ど
お
り
受
け
と
る
べ
き
で
、
そ
れ
を
質
際
に
は
「
徐

り
期
待
す
る
を
得
ず
」
と
強
制
さ
れ
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
法
制

と
質
際
の
く
い
ち
が
い
を
充
分
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
法
制
の
理

解
の
な
か
に
、
若
者
自
身
の
貫
態
観
が
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
て
お
り
、
そ
の

質
態
観
は
、
こ
の
時
代
ま
で
を
奴
隷
制
の
隆
盛
期
に
ふ
く
め
る
時
代
感
と
無
関

係
で
は
な
い
よ
う

ι思
わ
れ
る
。

第
三
日
早
「
{
口
賎
人
の
研
究
」
は
、
前
二
掌
が
私
賎
人
の
研
究
で
あ
っ
た
の
に

た
い
し
て
、
官
賎
人
六
種
の
研
究
で
あ
っ
て
、
すu
奴
紳
か
ら
官
戸
(
あ
る
い
は

工
戸
、
集
戸
)
へ
、
さ
ら
に
雑
戸
(
さ
ら
に
は
太
常
北
日
野
人
)
へ
と
し
だ
い
に

良
人
に
接
近
し
て
い
く
身
分
規
定
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
官
奴
稗
は
私

奴
抑
と
、
官
戸

・
工
戸

・
築
戸
は
部
凶

・
客
女
と
、
ほ
ほ
匹
敵
す
る
等
級
と
し

て
取
扱
い
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
雨
者
は
本
質
的
な
差
が
あ
る
、
そ
れ
は
一

日
で
い
え
ば
、
官
賎
人
が
受
刑
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
詳
し
く

み
れ
ば
扱
い
方
に
も
随
分
ち
が
っ
た
貼
が
あ
る
か
ら
、
官
私
を
通
じ
て
等
級
化

す
る
試
み
は
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
ば
か
り
か
、
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ

る
、
と
著
者
は
い
う
。

第
四
掌
「
麿
法
上
の
淡
官
」
と
、
第
五
掌
「
官
賎
人
の
由
来
に
つ
い
て
の
研

究
」
は
、
第
三
章
と
相
補
う
二
信
で
、
前
者
は
官
賎
人
の
殺
生
源
の
中
心
を
な

す
波
官
、
と
く
に
謀
反
、
謀
大
逆
罪
に
よ
る
犯
罪
も
し
く
は
縁
坐
の
事
例
を
、

唐
初
か
ら
開
元
末
に

い
た
る

一
二

O
年
険
り
に
わ
た
っ
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て

被
浪
者
の
概
数
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
。
こ
の
章
末
尾
の
官
役
努
働
の
概

且
旦
お
よ
び
こ
れ
に
た
い
す
る
官
賎
人
の
貢
献
度
の
推
計
は
興
味
ぶ
か
い
が
、
こ

れ
ら
の
数
字
に
つ
い
て
云
々
す
る
資
格
は
筆
者
に
は
な
い
。
後
者
は
賎
人
身
分

と
し
て
の
雑
戸
、
官
戸
の
形
成
過
程
を
、
南
北
朝
に
遡
っ
て
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。

さ
て
主
腐
の
最
後
、
第
六
寧
「
部
曲
と
家
人
の
語
」
は
、
一
見
す
る
と
補
足

的
論
文
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
著
者
の
摩
風
ゃ
、
中
国

史
に
た
い
す
る
鐙
系
的
理
解
の
一
端
が
浮
び
出
て
お
り
、
ま
こ
と
に
面
白
い
。

内
ノ
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闇
宇
風
と
い
っ
た
の
は
、
語
義
の
巌
密
な
規
定
を
い
さ
さ
か
も
ゆ
る
が
せ
に
し
な

い
態
度
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
章
の
部
曲
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
北
周
の

頃
か
ら
、
私
家
の
賎
人
の
法
制
的
名
穏
と
な
っ
た
。
し
か
し
詔
勅
、
唐
代
で

も
、
法
令
以
外
の
文
献
で
は
、
部
曲
と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
が
古
義
す
な
わ
ち
軍

隊
編
制
や
軍
人
兵
士
の
意
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
周
藤
吉
之
氏
は
、
節
度
使
や
武

将
の
兵
士
連
の
吠
態
が
麿
法
上
の
私
賎
人
た
る
部
曲
と
近
似
し
て
い
た
た
め

に
、
か
れ
ら
を
呼
ぶ
に
部
曲
の
語
を
も
っ
て
し
た
、
と
考
え
た
。
し
か
し
こ
れ

は
周
藤
氏
の
類
推
な
の
で
あ
っ
て
、
古
義
に
よ
る
部
曲
の
語
の
使
用
は
、
質
は

則
天
武
后
時
代
か
ら
復
活
し
増
大
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
文
波
的
用
語

法
の
盛
行
に
と
も
な
う
現
象
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
盟
富
な

用
例
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
語
義
の
考
詮
で
は
あ
る
。
し

か
し
こ
の
考
誼
を
支
え
て
い
る
著
者
の
厳
格
な
態
度
に
翠
ぶ
べ
き
も
の
は
多

い
。
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
れ
ば
言
葉
の
表
面
に

と
ら
わ
れ
、
誤
っ
た
連
想
や
扱
大
解
爆
を
お
か
し
や
す
く
、
そ
の
結
果
は
節
度

使
の
兵
士
の
吠
態
と
い
っ
た
大
き
な
問
題
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ

る
。つ

ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
家
人
で
あ
る
。
著
者
は
家
人
の
語
義
を
分
類
し

た
の
ち
、
最
後
に
漢
代
固
有
の
用
法
と
し
て
、
君
主
が
民
庶
を
家
人
と
よ
ん
だ

例
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
ば
あ
い
の
用
法
が
著
者
の
漢
代
一
位
曾
観
と
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
論
及
さ
れ
た
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
、
編
戸
の
庶
民
が
家
人
と
呼
穏
さ
れ
た
の
は
、
春
秋
戟
園
以
来
成
長
し

て
き
た
専
制
闘
家
の
「
天
子
以
四
海
局
家
」、

あ
る
い
は
「
普
天
之
下
、
莫
非

王
土
、
率
土
之
)
鋭
、
莫
非
王
臣
」
と
い
う
国
家
理
念
と
無
縁
で
は
な
い
む
し
か

し
第
二
に
、
こ
の
家
人
H
庶
民
に
は
土
族
が
含
ま
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
土
士

は
「
漢
家
か
ら
濁
立
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
主
人
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
族

族
の
中
の
あ
る
者
は
官
吏
と
な
っ
て
漢
家
の
俸
線
を
受
け
た
が
、
そ
の
ば
あ
い

の
漢
家
と
官
吏
の
閥
係
は
、
君
主
・
家
人
関
係
で
は
な
く
て
、
主

・
客
関
係
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
宮
吏
と
そ
の
母
慢
と
し
て
の
士
族
は
、
成
機
や
経
拙
開
力
に

お
い
て
漠
家
よ
り
劣
る
が
、
基
本
的
に
は
漢
家
と
同
質
問
機
造
的
存
在
で
、
た

だ
劣
勢
の
故
に
服
従
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
を

み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
漢
代
官
僚
制
の
特
徴
で
あ
る
官
長
の
濁
立

性
、
地
方
長
官
の
廓
僚
を
辞
召
す
る
制
度
を
想
い
う
か
べ
、
こ
れ
を
著
者
が
か

つ
て
主
張
さ
れ
た
惰
代
の
君
擢
強
化
と
封
比
し
、
こ
こ
か
ら
著
者
の
中
園
史
に

た
い
す
る
趨
系
的
な
み
か
た
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
著
者
の

健
系
は
な
お
外
篇
第
六
篇
を
あ
わ
せ
て
み
る
と
い
っ
そ
う
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
著
者
は
、
か
つ
て
の
西
嶋
定
生
氏
と
同
じ
よ
う
な
構
造
論
に
立
ち
つ

つ
、
そ
こ
か
ら
西
嶋
氏
の
ご
と
き
家
内
奴
隷
制
闘
家
論
を
引
き
出
す
か
わ
り

に
、
家
産
官
僚
制
的
な
園
家
封
建
制
論
を
う
ち
出
す
が
、
た
だ
し
漢
代
は
そ
れ

が
未
成
熟
の
段
階
と
規
定
し
、
君
権
の
強
大
化
と
士
族

・
官
僚
暦
の
臣
僚
化

(
家
人
化
)
に
、
こ
の
封
建
制
の
歴
史
的
獲
展
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
著
者
の
健
系
と
所
論
に
深
い
興
味
を
覚
え

つ
つ
も
、
そ
の
す
べ
て
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
筆
者
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
君
権
と
い
う
親
角
か
ら
み
た
と
き
、
漢
代
官
僚
制
が
未
設
逮
だ
と
い
う
こ

と
は
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し
官
長
の
濁
立
性
に
し
て
も
、
官
僚
機
構
の
簡
素
さ

に
し
て
も
、
野
召
制
に
し
て
も
、
そ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
、
渓
代
枇
舎
が
自
治
的
停
統
を
も
っ
郷
・
里
共
同
種
を
基
礎
と
し
て
組
立

て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
漢
代
官
僚
制
の
特
徴
は
、
著

者
の
と
く
ご
と
き
士
族
麿
の
護
遼
と
そ
の
濁
立
性
に
よ
る
も
の
と
は
し
な
い
の

で
あ
る
。
だ
い
い
ち
著
者
の
と
く
ご
と
き
士
族
居
の
後
遺
は
、
む
し
ろ
後
漢
以

後
の
現
象
で
あ
っ
て
、
漢
本
来
の
姿
で
は
な
か
っ
た
。
少
く
と
も
そ
こ
に
は
、

-173ー
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官
僚
庖
の
母
慢
で
あ
り
、
か
つ
庶
民
と
明
確
に
匝
別
さ
れ
た
祉
命
日層
と
し
て
の

士
族
騒
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
士

族
厨
が
縫
立
し
、
政
治
を
爆
る
現
象
が
裂
耳目
南
北
朝
時
代
に
こ
そ
み
ら
れ
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
著
者
と
は
ち
が
っ
て
、
時
代
の
捌
則
を
示
す
重
要
な
事
柄

で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
単
に
官
僚
機
構
の
袋
化
に
止
ま
ら
ず
、

駐
留
構
造
全
般
に
か
か
わ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
筆
者
は
、

貌
耳目
南
北
朝
の
貴
族
支
配
値
制
を
、
。
血
只
族
制
的
外
形
を
ま
と
っ
た
専
制
支
配

値
制
ψ

と
み
る
こ
と
に
賛
成
で
き
ず
、

む
し
ろ
そ
の
反
封
で
は
な
い
か
と
思

A
ノ
。以

上
の
よ
う
な
槻
粘
か
ら
検
討
し
て
み
る
と
、
著
者
が
士
族
と
庶
民
を
鼠
別

し
、
漢
代
の
家
人
の
諾
に
は
士
族
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
根
擦
は

な
お
説
得
的
で
は
な
い
。
少
く
も
著
者
の
あ
げ
る
資
料
に
限
っ
て
い
え
ば
、
質

韓
両
的
に
も
疑
問
が
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、

家
人
H
庶
民
と
篤
す
、
あ
る
い
は

震
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
に
謝
比
さ
れ
て

い
る
身
分
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
が
、
木
川
口
で
み
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
王
公
、

皇
后
あ
る
い
は
外
戚
、
大

司
馬
の
ご
と
き
瀬
官
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
士
族
と
い
う
紙
念
と
問

一
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
庶
民
に
劃
す
る
土
と
い
う
身
分
概
念
が
漢

代
に
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
秋
二
百
石
以
上
の
官

僚
は
、
た
し
か
に
土
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
官
僚
制
支
配
の
現

賓
か
ら
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
身
分
間
念
で
あ
っ

て
、
君
主
に
た
い
し
て
自
立
的

な
枇
曾
層
を
意
味
す
る
身
分
で
は
な
い
。
だ
か
ら
般
衝
に
い
え
ば
、
か
れ
が
土

で
あ
る
の
は
、
現
職
の
官
僚
で
あ
る
こ
と
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
家

柄
と
し
て
の
概
念
に
な
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
紅
命
的
に
悶
定
し
た
明
確
な
身
分

的
↑随
分
に
な
っ
て
い
く
に
は
、
な
が
い
際
史
の
つ
み
震
ね
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ま
た
筆
者
は
か
つ
て
、
こ
の
官
僚
と
し
て
の
士
以
外
に
、
も
う
一
つ
の
士
の
観

念
、か
あ
っ
て
、
そ
れ
は
民
間
制
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
ば
あ
い
の
土
は
民
爵
を

興
え
ら
れ
た
庇
汎
な
庶
民
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
士
の
概
念
が
並
存
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
健
漢
代
一
蹴

舎
の
際
史
的
特
質
を
示
す
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
考
え
に
立

っ
と
す
れ
ば
、
官
僚
が
土
身
分
と
し
て
庶
民
か
ら
庖
別
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

の
膝
史
的
な
意
味
は
、
必
ず
し
も
著
者
の
漢
代
枇
合
同
観
を
十
与
え
る
も
の
と
は
思

わ
れ
な
い
。

主
篇
と
く
に
そ
の
中
で
も
限
定
さ
れ
た
問
題
に
意
外
と
紙
幅
を
費
し
て
し
ま

っ
た
が
、
外
篇
は
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
哲
稿
の
牧
録
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
後

表
世
間
時
慰
界
か
ら
注
目
を
あ
び
た
論
文
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
紹
介
は

不
必
要
と
思
わ
れ
る
。
第
二
篇
「
著
書
武
帝
紀
に
見
え
た
る
部
曲
将

・
部
曲
督

と
質
任
」
、
第
三
篇
「
南
北
朝
時
代
の
兵
士
の
身
分
と
部
曲
の
意
味
の
鑓
化
に

就
い
て
」
、
第
五
篇

「
唐
の
時
間
民
、
部
曲
の
成
立
過
程
」
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
著
者
の
名
と
と
も
に
不
滅
の
部
曲
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い

て
著
者
は
、

何
士
川
棋
の
部
山
H
私
丘
(
説
、
私
丘
ハ
の
漸
次
的
身
分
低
下
、
賎
民
化

説
そ
の
他
の
通
読
を
鋭
く
批
判
し
、
股
民
家
丘
(
の
存
在
か
ら
出
渡
し
て
、
唐
代

上
級
賎
人
と
し
て
の
部
曲
の
形
成
過
程
を
跡
づ
け
た
。

こ
の
手
法
は
第
四
篇

「
唐
の
部
曲

・
客
女
と
前
代
の
衣
食
客
」
に
も
み
ら
れ
、
こ
こ
で
は
客
の
自
然

的
身
分
低
下
設
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
賎
民
と
し
て
の
客
の
形
成
が
、
「
出
客
」

の
資
料
を
手
鉛
り
と
し
て
鮮
や
か
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
著
者
の
特
色

あ
る
事
瓜
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
主
催
胴
第
六
章
の
と
こ
ろ
で
ふ
れ

た
。

こ
ま
か
い
こ
と
を
言
え
ば
、
第
二
筋
に
つ
い
て
は
、
武
帝
は
何
故
部
曲

将

・
督
か
ら
だ
け
質
任
を
取
る
の
を
止
め
た
の
か
、
第
三
健
闘
に
つ
い
て
は
、
こ

の
時
代
そ
れ
程
に
兵
の
官
私
の
底
別
が
明
確
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
若
干
領

に
か
か
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
も
な
い
が
、
い
ま
は
一
言
し
て
お
く
に
止
め
る
。

AUτ ヴ，
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最
後
に
第
六
篇
「
中
園
史
上
の
古
代
枇
曾
問
題
に
闘
す
る
究
書
」
は
、
重
厚

な
考
詮
を
展
開
し
た
本
書
の
中
で
異
彩
を
は
な
つ
一
篇
で
あ
っ
て
、
す
で
に
の

ベ
た
著
者
の
鐙
系
的
見
解
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
回
顧
じ
た
究

書
で
あ
る
。
著
者
は
中
国
史
の
特
質
を
東
洋
的
専
制
主
義
に
見
、
そ
の
下
に
底

汎
に
存
在
し
た
庶
民
リ
自
作
農
民
層
を
、
君
主
の
農
奴
も
し
く
は
隷
農
と
規
定

す
る
。
そ
う
し
て
こ
の
基
本
的
関
係
は
嬰
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
春
秋
戟
園
か

ら
中
唐
ま
で
は
古
代
的
も
し
く
は
奴
隷
制
的
色
彩
が
な
お
濃
厚
な
時
代
、
こ
れ

に
た
い
し
て
そ
れ
以
後
は
奴
隷
労
働
が
衰
え
、
農
奴
的
な
小
作
人
が
増
加
し

た
、
そ
の
意
味
で
封
建
的
色
彩
の
つ
よ
い
時
代
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が

ど
う
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
か
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
疑
問
は

第
六
篇
を
よ
み
す
す
み
、
著
者
が
皐
窓
を
巣
立
つ
頃
の
マ
ル
ク
ス
歴
史
謬
や
ア

ゾ
ア
的
生
産
様
式
論
字
の
洗
穂
、
つ
い
で
私
混
修
二
「
支
那
祉
曾
構
成
」
と
の

出
曾
い
、
戦
後
の
前
田

・
西
嶋
設
と
の
出
曾
い
、
さ
ら
に
字
都
宮
説
批
判
な
ど

を
知
る
に
お
よ
ん
で
氷
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
著
者
の
穆
系
的
見
解
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

一
部
は
す
で
に
ふ
れ
た

が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
漢
代
佐
倉
論
、
貌
奮
南
北
朝
の
貴
族
館
制
論
を

の
ベ
る
紙
幅
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
た
だ
閤
家
封
建
制
論
に
つ
い
て
だ
け

一
言
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
か
つ
て
、
著
者
と
相
似
た
侯
外
盛
氏
の
見
解
を

批
判
し
て
、
園
家
封
建
制
論
は
厳
密
な
意
味
で
の
封
建
制
概
念
に
立
つ
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
著
者
に
た
い
し
て

も
言
え
る
と
思
う
。
つ
ま
り
関
家
封
建
制
論
は
、
マ
ル

ク
ス
に
も
つ
な
が
る
も

っ
と
理
論
的
な
範
鴎
で
あ
り
、
あ
る
い
は
闘
家
纏
制
を
大
ず
か
み
に
と
ら
え
た

理
念
的
な
規
定
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
れ
が
通
説
的
な
封
建
制
御
念
に
相
反

す
る
か
ら
い
け
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。

中
図
的
中
世
、
中
図
的
封
建
制
の

追
究
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
ば
あ
い
、
も
し
そ
れ
が
理
念
的
な
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
念
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
現
賓
の
自
作
農
民
枇

舎
、
そ
こ
で
の
諸
々
の
枇
曾
的

・
経
済
的
関
係
が
問
題
な
の
だ
と
思
う
。
つ
ま

り
事
制
君
主
僅
制
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な

意
味
に
お
い
て
、
康
汎
な
自
作
曲
淡
民
田
閣
の
上
に
存
在
し
え
た
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
か
ら
、
一

見
二
千
年
幾
ら
ぬ
専
制
飽
制
の
歴
史
的
内

容
を
考
え
、
そ
の
愛
化
愛
展
を
み
た
い
の
で
あ
る
。

い
ろ
い
ろ
卑
見
を
の
ベ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
書
の
償
値
を
い
さ
さ

か
も
疑
う
も
の
で
は
な
い
。
塑
富
な
資
料
に
も
と
づ
く
卓
越
し
た
考
霊
力
、
そ

の
重
厚
な
考
歪
の
な
か
を
貫
く
鋭
い
分
析
力
は
、
誰
し
も
敬
服
し
て
や
ま
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
同
じ
法
制
史
研
究
の
巨
峰
た
る
仁
井
田
陸
氏
と
封

比
す
る
と
き
、
著
者
濁
特
の
歴
史
家
的
セ
ン
ス
を
感
じ
、
帥
信
愛
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
多
い
こ
と
も
、
ま
た
言
を
ま
た
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
本
書
に
お
い
て
、
法

制
史
的
研
究
に
自
ら
を
き
び
し
く
局
限
さ
れ
た
そ
の
背
後
に
、
盟
富
な
廃
史
事

責
に
つ
い
て
の
知
識
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
を
感
ず
る
と
き
、
そ
れ
が
惜
し
げ
も

な
く
駆
使
さ
れ
て
、
盟
か
な
歴
史
像
が
構
成
さ
れ
た
な
ら
ば
、
と
整
局
の
嘆
を

愛
す
る
の
は
、
ひ
と
り
筆
者
の
み
で
は
な
い
と
思
う
。
と
も
あ
れ
こ
の
償
値
高

き
大
著
に
た

レ
し
て
、
わ
が
ま
ま
な
書
評
を
試
み
、
勝
手
な
意
見
を
の
べ

て
き

た
こ
と
を
深
く
お
詑
び
し
た
い
。

〔附
記
〕
こ
の
書
評
は
、

摘
波
護
、
藤
義国同県澄
、
士口
川
忠
夫
と
筆
者
の

四
名
で
分
指
し
た
う
え
で
、
中
世
史
研
究
曾
の
例
禽
に
お
い

て
討
議
し
、
そ

の
席
上
出
さ
れ
た
意
見
を
参
考
し
つ
つ
、
筆
者
個
人
の
見
解
も
織
り
こ
ん
で

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
は
も
ち
ろ
ん
筆
者
に
あ
る
が
、
と
く
に
記
し

て
三
氏
を
は
じ
め
中
世
史
研
究
曾
の
方
々
に
謝
意
を
表
す
る
。
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