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本
稿
に
い
う
P

詞
品
d
は
、
到
対
当
日
伝
巴
の
術
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
力
に
よ
っ
て
所
謂

F

詞
類
d
と
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。F
詞
品
d
論
は
F

三

品
d

説
の
理
論
的
展
開
を
そ
の
内
容
と
す
る
が
、
主
力
に
よ
っ
て
ヱ
二
品d
説
が
い
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
オ
ッ
ト
l

・
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン

O
け
Z
F

者
2
m
g

の

4
v
g
o
g

ロ
冨
を
、
そ
の
方
法
論
的
立
場
と
し
て
中
国
語
研
究
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

思
う
に
主
力
は
、
現
存
の
中
国
の
言
語
学
者
で
は
そ
の
業
績
最
も
顕
か
な
一
人
で
あ
る
。
近
代
的
な
中
国
語
法
の
研
究
は
、
清
末
の
馬
建
忠
を
も
っ
て
鳴
矢

と
す
る
の
が
今
日
一
般
の
論
で
あ
る
が
、
彼
が
児
悶
尉
の
援
助
の
も
と
に
も
の
し
た
〈
文
通
〉
十
巻
が
公
に
さ
れ
た
の
は
、
一
八
九
八
年
で
あ
る
。
到
対
は
、

そ
れ
よ
り
三
年
お
く
れ
て
誕
生
し
て
い
る
が
、
彼
が
中
国
語
法
に
関
す
る
研
究
論
文
を
発
表
し
て
学
界
の
注
目
を
あ
び
は
じ
め
た
の
は
、
二
十
世
紀
前
半
の
半

ば
を
す
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
悶
氏
以
後
の
中
国
に
お
け
る
語
法
研
究
は
、
西
欧
の
文
法
学
乃
至
言
語
学
の
業
績
ま
た
は
理
論
へ
の
依
存
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
摂
取
す
る
学
者
の
態
度
に
よ
っ
て
、
我
々
は
二
十
世
記
前
半
を
二
九
三
六
年
を
境
と
し
て
前
後
の
二
期
に
わ
け
る
の
を
常
識

と
し
て
い
る
。
前
期
の
単
な
る
模
倣
の
姿
勢
に
対
し
て
、
後
期
は
理
論
を
籍
り
る
と
同
時
に
、
中
国
語
の
特
性
を
霊
く
視
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
新
し
い
体

註
1

系
の
創
造
に
力
が
注
が
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
コ
一
六
年
が
こ
の
両
期
の
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
主
力
の
劃
期
的
な
論
文
〈
中
国
文
法
学
初
挟
〉
が



設
2

こ
の
年
に
出
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
主
力
は
続
い
て
〈
中
国
文
法
中
的
繋
詞
〉
を
発
表
し
て
新
気
、
運
の
開
始
に
与
っ
た
が
、
四
三
年
に
到
る
や
〈
中
国
現
代
語

法
〉
2
冊
、
四
四
年
に
は
そ
の
詳
註
で
あ
るA中
国
語
法
理
論
〉
2
冊
を
世
に
問
う
て
話
題
を
ま
き
、
爾
後
の
研
究
に
少
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
到
対
は
こ

れ
ら
二
個
の
作
業
に
お
い
て
、
殊
に
前
者
に
お
い
て
は
〈
紅
楼
夢
〉
よ
り
例
文
を
採
り
つ
つ
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
E
E
S
E
E
G

の
方
法
を
中
国
語
法
研
究

に
適
用
し
て
、
冒
頭
に
、
述
べ
た
よ
う
に
F

詞
品
d
論
と
称
せ
ら
れ
る
語
法
体
系
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
か
な
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
よ
う

註
3

に
印
象
す
る
が
、
そ
の
後
ム
ド
ロ
フ
回
・
「
・2
u己
句
。
切
な
ど
の
批
判
を
受
け
て
、
彼
がf
二
品d
説
を
取
り
消
し
、
商
務
印
書
館
に
は
か
つ
て
前
述
の
二
書

の
出
版
を
停
止
し
た
こ
と
は
こ
の
道
を
進
む
も
の
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
四
年
の
新
版
自
序
に
お
い
て
、
主
力
は
ご
ニ
品

a

説
l
p

詞
品
a
論

を
、
そ
れ
が
反
マ
ル
ク
ス
・
レ
l

ニ
ン
主
義
的
、
反
ス
タl
リ

γ
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
故
を
も
っ
て
完
全
に
抹
殺
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
か
っ
こ
の
体
系
が

f
二
品d
説
を
屠
っ
た
後
に
お
い
て
大
部
分
に
わ
た
る
改
訂
を
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
自
己
批
判
と
も
い
う
べ
き
ヱ
ニ
品d
説
取
り
消
し
の
経
緯
は
、
我
々
が
充
分
納
得
で
き
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
の
一
部
に
は
確
か
に
正
確
な
反
省
も
あ
り
、
ま
た
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
理
論
の
応
用
に
つ
い
て
も
、
本
来
若
干
の
異
論
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な

い
が
、
な
お
か
っ
、
主
力
の
自
序
に
は
、
か
な
り
の
ポ
l

ズ
の
あ
る
こ
と
を
指
適
し
た
い
。
そ
こ
に
は
実
際
に
主
力
が
F

三
品
a
説
を
、
自
ら
述
べ
て
い
る
よ

う
な
考
え
方
で
取
り
消
す
意
志
が
あ
る
の
か
否
か
を
疑
わ
せ
る
に
充
分
な
根
拠
が
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
た
い
い
か
た
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
彼
の
予
告
は
裏
切

ら
れ
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
同
時
に
、
で
き
れ
ば
中
国
語
の
分
析
に
際
し
て
イ
エ
ス
ベ
ル

セ
シ
に
拠
っ
た
こ
と
の
当
否
を
も
勘
考
し
た
い
。
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最
初
に
前
述
の
二
著
作
に
示
さ
れ
た
到
対
の
語
法
体
系
に
お
け
る
特
質
を
糧
述
し
、
そ
の
考
え
方
と
、
そ
れ
の
も
つ
学
史
上
の
地
位
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

主
力
は
前
章
に
書
き
と
め
た
第
一
、
第
二
の
論
文
を
発
表
し
て
学
界
に
一
石
を
投
じ
た
時
、
清
華
大
学
に
お
い
て
音
韻
論
を
講
じ
て
い
た
が
、
一
九
三
七
年
の

戦
争
勃
発
に
際
し
て
、
清
華
大
学
を
去
り
、
南
下
し
て
国
立
西
南
連
合
大
学
で
中
国
語
法
の
講
座
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
〈
中
国
現
代
語
ち
は
少
く
と

も
当
時
の
彼
の
思
索
の
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
九
四
0
年
度
の
同
大
学
に
お
け
る
講
義
を
、
そ
の
後
四
年
間
の
改
稿
と
補
充

を
加
え
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
〈
紅
楼
夢
〉
を
対
象
と
し
て
新
し
い
文
法
体
系
を
作
り
上
げ
る
の
に
一
応
の
成
果
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
中
国
語
法
理
論
〉
は
そ
の
詳
注
で
あ
り
、
前
者
が
具
体
的
事
項
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
そ
れ
に

討
U
1

論
文
を
基
礎
と
し
て
そ
の
上
に
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
三
0
年
代
に
確
立
さ
れ
た
彼
の
思
考
の
発
展
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

材
料
の
標
準
を
専
ら
〈
紅
楼
夢
〉
に
限
っ
た
の
も
、
ま
た
到
対
の
こ
の
研
究
の
稀
有
の
成
果
を
支
え
る
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
劃
期
的
な
試
み
で
あ
る
が
、

註
2

こ
の
点
に
つ
い
て
の
主
力
の
意
見
は
お
よ
そ
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
法
事
項
を
説
く
に
あ
た
っ
て
特
に
例
文
を
案
出
す
る
こ
と
は
、
往
々
に
し

て
、
不
自
然
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
屡
々
事
実
を
歪
曲
す
る
。
も
し
一
書
を
選
ん
で
例
文
を
探
す
と
い
う
原
則
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
語
法
分
析
の
正
確
は
誤
り

な
く
期
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
〈
紅
楼
夢
〉
を
選
定
し
た
の
は
、
そ
れ
が
著
名
な
文
学
作
品
で
あ
り
、
北
京
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
国
語
の

条
件
に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
剰
副
潤
は
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
評
を
与
え
た
。
こ
の
方
法
は
ま
ず
時
代
を
確
定
し
て
い

て
、
史
的
な
論
議
の
葛
藤
を
省
き
、
〈
馬
氏
文
通
〉
も
免
れ
え
な
か
っ
た
欠
点
を
避
け
う
る
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
そ
の
言
語
の
用
い
う
る
地
域
の
確
定
を
意
味

す
る
。
方
言
差
が
想
像
を
絶
す
る
中
国
語
の
分
析
に
は
こ
れ
は
極
め
て
有
意
義
で
あ
る
。
北
平
官
話
の
主
涜
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
北
京
語
が
、
概
ね
標
準
語
と
さ

れ
る
現
在
に
お
い
て
、
北
平
官
話
の
古
典
的
文
献
で
あ
る
〈
紅
楼
夢
〉
に
着
眼
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
第
三
に
は
材
料
の
確
定
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
話
し
言
葉
を
調
査
し
、
記
録
し
て
こ
れ
を
材
料
と
す
る
時
、
口
頭
の
変
化
を
無
視
で
き
な
い
が
、
書
か
れ
た
話
し
言
葉
は
、
話
さ
れ
て
い
る
話
し
言
葉
と

比
較
し
て
、
通
則
を
得
る
便
宜
が
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
中
国
語
の
文
言
と
白
話
、
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
話
し
言
葉
相
互
間
の
差
異
に
つ
い
て
の
事
情
を
知
る

も
の
は
、
朱
氏
の
こ
の
批
評
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
著
作
の
特
色
は
、
そ
の
材
斜
の
特
殊
性
よ
り
む
し
ろ
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ソ
の
い
わ
ゆ
る
ご
二
品

d
説
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
た
P

造
句
法
s
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に
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
中
国
語
の
統
辞
法
の
分
析
で
は
；
詞
d
は
結
合
の
機
能
に
よ
り
、
，
首
品
ヘ
，
次
品
ヘ
，
末
晶

4
に
分
類
さ
れ
、
こ
れ
を
利
用
し
て
、

P

詞
ヘ
グ
仇
語
ヘP
謂
語
形
式
ヘ
グ
句
子
形
式d
そ
し
て
F

句
子
d
が
究
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
到
対
が
完
全
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
模
倣
に
走
っ
て
、
嘗
て
ス
ィ

註
3

1

ト
回
。
ロ
司
∞
当
0
0

仲
の
体
系
の
移
植
に
汲
々
と
し
、
中
国
語
の
特
性
を
無
視
し
た
前
人
の
轍
を
踏
ん
で
い
る
と
い
う
批
評
は
、
主
力
の
創
見
を
最
も
窺
う

こ
と
の
で
き
る

P

単
句
d
の
分
析
を
知
る
時
に
、
全
く
提
出
さ
れ
る
意
味
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
到
対
は

F

語
法
成
分
d
の
一
章
に
お
い
て
P

繋
詞
d
の
問
題
を
論

じ
て
い
る
が
、
中
国
語
の
基
本
的
構
造
の
研
究
に
関
し
て
こ
れ
は
重
大
な
意
味
を
字
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
到
対
は
詳
細
な
研
究
の
結
果

F

繋

詞
d

は
中
国
語
に
は
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
報
告
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
中
国
語
に
お
い
て
は

P

句
子
d

に
動
詞
と
い
う
要
素
が
必
ら
ず
し
も
要
求
さ

れ
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
研
究
が
、F
句
子
d
の
分
類
に
際
し
て
叙
述
、
疑
問
、
命
令
、
感
嘆
の
四
つ
の
領
域
を
認
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
印
欧

諸
語
の
よ
う
に
こ
の
四
分
類
で
は
形
態
の
上
か
ら
も
、
統
辞
法
の
上
か
ら
も
何
等
差
異
の
認
め
ら
れ
な
い
中
国
語
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
単
に
意
義
及
び
論
理

の
問
題
に
移
項
さ
れ
て
し
ま
う
誤
り
を
訂
正
し
、
F

判
断
ヘ
F

描
写
ヘ
グ
叙
述d
の
三
種
の
分
類
を
提
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
勿
論

P

謂
語
a

の
分
析
に

そ
の
根
拠
を
置
くl
l
v

謂
語
d
が
F

動
調
d
で
あ
る
か
、
F

静
詞
d
乃
至
v

繋
詞
d
で
あ
る
か
に
従
っ
て
進
め
ら
れ
た
考
察
の
結
果
で
あ
る
。
蓋
し
P

描
写
句
d

は
中
国
語
の
、
そ
し
てP
判
断
句
d
は
特
に
現
代
中
国
語
の
特
徴
と
見
る
の
は
正
論
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
P

簡
単
句
d
の
分
類
の
ほ
か
、F
複
合
句
a
を
P

等
立
d、

y
主
従
d
に
分
け
て
い
る
が
、
到
対
は
複
合
句
の
領
域
を
厳
密
に
規
定
し
て
、
一
般
に
複
合
句
と
さ
れ
て
き
た
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る

v

包
字
句
d
「
衆
人
知
買
政
不

知
理
家
」
な
ど
は
簡
単
句
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
F

句
子
形
式
a
を
P

詞
品
d論
に
よ
っ
て
分
析
し
た
思
索
の
結
果
で
あ
る
；
簡
単
句
d
に
は
そ
の
創

見
が
最
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
中
国
語
の
持
性
と
し
てF簡
単
句
d
は
一
個
の
動
詞
を
も
必
要
と
し
な
い
場
合
が
あ
り
、
逆
に
二
個
以
上
の
動
詞
が
容
れ
ら
れ
る

可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
こ
れ
は
印
欧
語
と
は
全
く
隔
離
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
グ
謂
語
形
式

a
の
研
究
は
こ
の
事
実
を
指
適
す
る
の
に
成
功
し
て

剖
口
d
’

い
る
。
剰
副
潤
に
ょ
が
ば
、
「
紫
鵠
：
：
：
便
出
長
開
門
」
は
、
在
来
の
語
法
学
者
は
、
一
種
の
平
行
的
乃
至
等
立
的
な

F

複
合
句
d
で
あ
る
と
判
断
し
て
来
た
が
、

到
対
は
こ
れ
を
v

簡
単
句
d
と
考
え
る
。
何
と
な
れ
ば
F

出
去
d
p
開
門
イ
は
連
続
行
為
で
あ
り
二
一
個
の
グ
謂
語
形
式
d
は
独
立
し
た
一
個
の
言
語
単
位
と
認

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
東
府
裏
珍
大
爺
来
請
過
長
看
戯
放
花
燈
」
は
意
義
上
明
ら
か
に

v

簡
単
句
a

で
あ
る
が
、
主
力
は
五
個
の
グ
謂
語
形
式a

が
一
個
の
F

簡
単
句
s
の
P

謂
詩
d
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
君
破
し
、
こ
れ
をP
逓
繋
式
d
と
命
名
し
て
い
る
。
こ
れ
を
基
本
的
構
造
で
あ
る
と
す
る
到
対

さ
ら
に
中
国
語
特
有
の
文
構
造
を
す
べ
て
こ
れ
が
変
化
し
た
構
造
で
あ
る
と
考
え
、
現
代
中
国
語
に
は

P

能
願
式
ヘ
P

使
成
式
d
、
グ
処
置
式
ヘ

の
理
論
は
、
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ι
以
動
式
ヘ
F

緊
縮
式
d
の
五
種
の
形
式
が
確
認
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
他
ブ
ル
ー
ム
・
フ
ィ
ー
ル
ド
「
巴

O
O
B

白
色
。
の
学
説
を
念
頭
に
置
い
て
考
究
さ
れ
たP
替
代
法
ヘ
F

称
数
法
d
は
秀
れ
た
研
究
で
あ
り
、
従
来
、

ρ

量
詞
d

乃
至
は
助
数
詞
と
い
う
概
念
の
下
に
考
え
ら
れ
て
来
た
中
国
語
の
一
特
質
を
解
明
す
る
、
グ
称
数
法

d
は
、
到
対
の
独
創
に
な
るF欧
化
語
法
d
の
理

論
と
共
に
、
語
法
学
史
上
記
憶
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
到
対
の
グ
造
句
法

d
の
理
論
、
殊
に
特
殊
な
構
文
に
関
す
る
理
論
が
、
そ

の
後
の
中
国
語
研
究
に
少
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
ゴ
二
品
d
説
の
導
入
に
よ
っ
て
奏
功
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
敢
え
て
指
摘
し

て
お
く
に
止
め
た
い
。

註
－

註
2

同
右
王
力
；
〈
中
国
現
代
語
法
〉
ハ
一
九
五
回
〉
朱
序

n
r
tム
。

n
r
A
t。

例
言

註
3 

川
本
「
中
国
語
に
於
け
る
品
詞
分
類
の
標
記
に
つ
い
て
」
（
芸
文
研
究
第
六
号
・
一
九
五
六
年
〉
参
看
。

〈三〉

-71 ー

す
で
に
繰
り
返
し
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
到
対
の

F

三
品
d
説
の
骨
子
は
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
4
V
5
0
5

巳
a

で
あ
る
。
結
合
の
機
能
に
基
い
て
、

中
国
語
の
詞
を
三
品
に
分
類
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
文
構
造
を
分
析
し
よ
う
と
い
う
思
想
は
、
前
述
の
通
り
大
い
に
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か

し
到
対
は
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
適
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
及
び
次
章
に
お
い
て
は
専
ら
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方

法
と
、
到
対
の
P

詞
品
d
論
の
事
項
と
を
若
干
比
較
し
、
到
対
が
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
学
説
を
踏
襲
す
る
時
、
そ
れ
が
単
な
る
模
倣
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
そ

の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
は
た
し
て
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
助
に
供
し
た
い
。

一
応
順
序
と
し
て
書
さ
止
め
る
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
は4F
5
0
5

巳
a

の
説
を
彼
の
冨
a
o
g

回
出
向
回
忌
の5
5
5

月
（
E
E

）
（
冨
目
白
）
に

お
い
て
は
じ
め
て
開
陳
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
労
作
で
あ
る
4
v
o
司
E
E
g
u
g－
－
え
の
5
5
5
R

（
呂
N
S
（
司
の
）
に
お
い
て
、
多
少
術
語
を
変
更
し
つ
つ

再
び
こ
の
説
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
文
法
原
理
を
貰
き
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
そ
れ
が
公
に
さ
れ
た
翌
一
九
二
五
年
に
は
オ
ッ
ト

l

・
フ
ン
ヶ
。
立
。

註
1

註
2

E
E
w
o

の
徹
底
的
な
批
判
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
反
駁
し
て
、
さ
ら
に
回
m凶
窓
口
氏
旦m

包
囲
ロ
拘
民
向
島
のS
E
E
R
C
8
8

で
は
同
じ
く
こ
の



説
を
閏
執
し
て
い
る
。

前
述
の
反
駁
の
論
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
説
を
批
判
す
る
に
、
第
一
の
書
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
プ
ン
ケ
は
激
し
い
非
難
を
蒙
っ
て
い
る
。
そ
し

H註
0
6

て
ま
た
、
到
対
は
そ
の
説
を
立
て
る
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
前
述
の
第
二
及
び
第
三
の
書
の
み
を
参
看
し
た
こ
と
を
自
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に

d
p
同
8
5
H
H
E

を
烏
敵
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
対
す
る
考
慮
は
必
要
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
E
苅
は
特
定
の
書
物
の

一
部
を
剰
窃
し
た
の
で
は
な
く
J
E
g
o
s
M
w
m

と
称
せ
ら
れ
る
学
説
を
適
応
し
た
の
で
あ
っ
て
、
昌
回
の
に
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
は
、
こ
の
説
の
重
要
点

註
4

を
含
ん
で
い
る
点
で
は
、
啓
蒙
的
な
第
三
の
書
よ
り
む
し
ろ
重
き
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
我
々
が
フ
ン
ケ
の
指
適
す
る
通
り
、
ま
た

註
5

フ
γ
ケ
が
そ
こ
に
引
用
し
て
い
る
ホ
l

プ
ス
旬
o
g
g
g

出
8
3

の
言
葉
通
り
に
、
－V
吋
8
5

ロ
冨
の
根
抵
的
な
理
解
の
た
め
に
は
、
冨
回
白
及
び
旬
。

を
等
分
に
見
る
こ
と
は
、
何
等
妨
げ
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
事
実
当
然
で
さ
え
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
、
品
詞
は
、
形
式
上
の
標
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
純
粋
に
文
法
的

e
c
g
q

官
邸
B
g
m

民
S
H
）
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
文
法
的
機
能
よ
り
見
た
時
、
こ
れ
ら
の
形
態
範
臨
時
と
は
別
の
系
列
の
論
理
的
範
庸
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

詮
6

註
T

同
E
H
E
（
「
階
」
ま
た
は
「
三
つ
の
順
位
」
主
力
に
よ
れ
ばF
詞
品
乙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
個
の
範
曙
ま
た
は
系
列
は
「
同
一
の
語
ま
た
は
形
式
を
、
ま
ず
個
別
の

註
8

も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
に
他
の
語
と
の
結
合
に
お
け
る
も
の
と
し
て
眺
め
る
場
合
の
異
っ
た
角
度
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
」
い
い
変
え
れ
ば
両
系
列
聞
の
重
要

な
差
異
は
、
形
態
範
曙
は
孤
立
し
た
語
を
そ
の
語
形
論
宏
江g
E

句
）
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
辞
書
的
価
値
に
お
い
て
取
り
扱
う
が
、
一
方
こ
れ
に
反
し
て

P

詞
品
d
は
、
二
個
以
上
の
語
が
連
続
し
て
発
話
に
該
当
す
る
場
合
、
ま
た
は
単
に
語
の
み
な
ら
ず
語
の
結
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
あ
る
統
語
群
が
、
聴
き

手
の
精
神
内
に
一
つ
の
表
象
を
喚
起
す
る
時
の
そ
れ
ら
の
意
味
論
的
順
位
、
換
言
す
れ
ば
論
理
的
関
係
を
問
題
と
す
る
に
あ
る
。
か
く
て
、
我
々
は
品
詞
と
い

う
形
態
範
臨
時
の
ほ
か
に
、
一
次
語
（
官
同

E
g
q
4
『
2
8

二
次
詩
（8
8
H
H
a
m
q当
日
与
三
次
諮
（
件
。
同
時
宮
司
当28

と
い
う
順
位
を
得
る
。
た
と
え
ば
、

。
M円
・
可O
E
O
H
M
－
E
件
当

0
2
5
2

の
よ
う
な
語
群
に
お
い
て
は
、
最
高
の
重
要
性
を
も
っ
と
判
断
さ
れ
る
一
語
（
O
出
。
者
。
昆
え

E

官
。
目
。
山E
3
足
。
5
0

）

が
あ
り
、
そ
れ
は
第
二
乃
語
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
限
定
す
る
か
（
含
出
口
包
日
含
由
民
去
何
）
の
意
味
説
的
な
語
の

相
互
の
関
係
に
基
い
て
、
そ
れ
ら
を
三
つ
の
階
級
（
冨
回
の
で
は
、
前
述
の
述
語
の
ほ
か
に
官
古
巳

3
Y
包
吉
宮
戸

E
Z
Z
H
H
aと
い
う
述
語
も
与
え
ら

れ
た
〉
に
劃
分
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
説
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
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到
対
は
理
論
的
に
は
こ
の
基
本
的
な
思
想
を
、
そ
の
ま
ま
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
定
義
す
る
と
こ
ろ
に
従
う
な

ら
ば
、
「
凡
そ
P

詞
d
の
句
中
に
あ
っ
て
そ
の
主
要
の
地
位
に
あ
る
を
F

首
品
ヘ
」
「
地
位
のP
首
品
詞
a
に
つ
ぐ
を
P

次
品
d
」
「
地
位
の
P

次
品
a

に
及
ば
ざ

註
凶

る
も
の
を

F

末
品
d

と
称
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
はF
純
白
之
馬
和
高
飛
之
烏
d

に
お
い
て
は
「
純
（E
・
末
）
白
（E
・
次
〉
〈
之
〉
馬
ハ
I

・
首
〉

註
U

〈
和
〉
高
（E
・
末
）
飛
（E
・
次
〉
〈
之
〉
烏
〈
I

・
首
〉
」
と
分
析
さ
れ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、

F

之
d

に
つ
い
て
は
王
力
は
P

詞
品
d

を
論
じ
て
い
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
し
て
同
時
に
根
本
的
な
問
題
と
し
て
我
々
は
、
ヱ
ニ
品

d
説
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
到
対
の
グ
詞
類
a
に
関
す
る
議
論
を
考
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
と
で
判
明
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
こ
の
説
の
展
開
に
つ
い
て
決
定
的
な
条
件
を
字
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
英
語
に
お
、
い
て
は
、

v
ω
対
句
山
口
g

タ

v
m－E
q
．
－V
印
刷
】1
q

が
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
で
あ
る

と
す
る
の
は
辞
書
の
決
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
一
次
語
（
首
品
詞
〉
二
次
語
（
次
品
詞
）
ま
た
は
三
次
語
ハ
末
品
詞

V

の
何
れ
で
あ
る
か
は
辞

書
は
全
く
関
係
が
な
か
っ
た
。

我
々
は
、
英
語
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
基
本
的
な
ケ

i

ス
l
l

す
な
わ
ち
原
理
上
は
一
致
す
る
必
要
を
も
た
な
い
が
、
F

詞
口
問d
は
形
態
上
の
語
類
と
互
に
あ

る
程
度
ま
で
は
一
致
乃
至
平
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
ー
ー
に
お
い
て
、

F

詞
品
d
と
平
行
ま
た
は
一
致
す
る
系
統
の
諸
類
に
、
す
で
に
形
態
論
的

見
地
よ
り
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
F

詞
類
d
が
、
到
対
に
お
い
て
も
ま
た
、
確
立
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
到
対
は
イ
エ

ス
ペ
ル
セ
シ
と
異
な
る
立
場
に
立
つ
。
ま
ず
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
悶
氏
以
前
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
中
国
語
の
文
法
は
、
詞
を
二
個
よ
り
さ
ら
に
多
数
の
デ
イ
マ

l

ケ
イ
シ
ョ
ン
に
分
類
し
な
か
っ
た
。
F

調
d

は
二
類
す
な
わ
ち
、P
実
詞
d
及
び
P

虚
詞
d
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
印
欧
語
と
異
な
り
、
一
語
よ
く
多
類
に
通
じ
う
る
中
国
語
の
特
殊
な
性
格
に
由

来
し
て
い
る
。
中
国
語
無
定
類
論
の
提
起
さ
れ
る
可
能
性
の
所
以
も
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
体
系
に
依
存
す
る
品
詞
の
世
界
を

中
国
語
に
も
ち
こ
も
う
と
試
み
る
時
、
形
態
標
記
が
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
る

F

調
d
を
劃
分
す
る
こ
と
は
す
で
に
極
端
な
困
難
を
感
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
の
に
、

意
味
論
的
に
も
一
語
の
機
能
が
多
類
に
わ
た
る
現
象
は
、
人
に
絶
望
を
す
ら
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
の
理
論
的
状
況
は
、
先
年
中
国
語
文
界
に
喧
す

し
く
行
わ
れ
た
漢
詩
品
調
論
争
の
内
容
が
よ
く
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
た
だ
し
こ
の
論
争
は
、
主
力
の
こ
の
研
究
が
公
刊
さ
れ
た
後
ほ
ぽ
十
年
た
っ
て
み

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
）
し
か
し
到
対
は
、
形
態
論
、
そ
の
他
の
伝
統
的
な
言
語
学
の
理
論
に
よ
ら
な
い
語
類
区
分
を
こ
こ
に
示
す
。
す
な
わ
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設
刊μ

ち
、
到
却
はF
詞
類
d
は
概
念
の
範
時
五O
立
。
ロ
巴
g
Z

例
。
弓
〉
よ
り
分
類
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
論
に
基
い
て
；
詞
d
を
P

理
解
成
分
d
と
P

語
法
成

分
a

に
わ
け
、
前
者
を
，
実
詞
d

五
類
（
名
詞
、
数
詞
、
形
容
詞
、
動
詞
）
に
、
後
者
をv
品
川
詞d
コ
一
類
（
聯
結
詞
、
語
気
詞
、
記
目
マ
－
と
グ
半
虚
詞

d
二
類
（
代

許
試
日

詞
、
繋
詞
〉
及
び
P

半
実
詞
仁
副
詞
）
に
劃
分
す
る
。
斯
様
な
分
類
の
後
、
主
力
は
P

詞
品
d
は
グ
レ
限
詞d以
外
の
も
の
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
結
果
我
々
の
得
る
も
の
は
確
か
に
か
な
り
あ
い
ま
い
な
体
系
で
あ
る
こ
と
は
蒋
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
我
々
は
到
対
に
同
意
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
主
力
は
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
に
な
ら
っ
て
、
グ
詞d
は
F

字
典
d
に
あ
る
時
v

分
品
d
さ
れ
ず
、
グ
句d
に
あ
る
時
は
P

分

註
M

類
d

さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
無
論
、
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
も
ま
た
、
，
分
類
d
に
あ
た
っ
て
は
最
も
厳
密
な
意
味
で
の
形
式
を
、
唯
一
の
標
準
と
し
て
取
り

上
げ
る
こ
と
を
遵
守
し
て
は
い
な
い
。
彼
は
、
も
し
も
そ
れ
を
実
行
す
る
な
ら
ば
、
－

E
C

丘
は
屈
折
が
な
い
か
ら
s
o
－
s
o
p
皆
F
8

・
0
ロ
。
己
的
『
な
ど
と

同
じ
類
に
属
す
」
と
い
う
馬
鹿
げ
た
結
果
に
到
達
す
る
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
言
語
構
造
の
両
極
を
な
す
二
つ
の
類
型
を
整
理
し
、
そ
の
一
端
に
中
国

語
を
考
え
、
英
語
の
却
さ
£
お
札
えmw
E
2
2

＼
問
。
件
。
。
w
H
H宮
内
宮
8
1
3
5
a
－
E
3
g
a
g
z
o

九
回
。
宮
山H
a
き
さ

N
S
a
s
o
E
B
H
M
，
H
5
a・
～

白
。E
0
3
N
h
s
a
Z
E
2
8
4
司
・
＼
同0
4
3
H
W
O晶
、
。s
s
a
B
o
E
g
o

－
な
ど
一
詞
無
定
類
の
例
を
捕
、
げ
て
、
英
語
は
両
極
の
二
つ
の
類
型
の
中
道
を
歩
ん
で

い
る
が
、
漸
次
中
国
語
の
も
つ
性
格
に
傾
い
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
示
す
る
。
し
か
し
彼
は
決
し
て
主
力
の
よ
う
な
勇
気
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
理
論
的
展
開
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
に
追
従
し
な
が
ら
、
前
提
と
な
る
領
域
に
お
い
て
は
そ
れ
と
異
な
り
、
し
か

も
不
明
確
な
体
系
を
把
握
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
到
対
に
あ
っ
て
は

F

詞
品
d
論
は
必
然
的
に
時
町
吋8
5

ロ
冨
と
は
若
干
異
な
る
姿
勢
を
示
し
て
く
る
の

は
、
蓋
し
P

我
賛
成
他
的
主
張d
の
F

主
張
d
を
、
ま
た
は
F

他
的
思
想
倶
好
d
の
P

思
想
a
を
、
概
念
の
範
臨
時
に
照
合
し
てF動
詞
a

と
規
定
す
る
時
ま
た

止
む
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ソ
は
こ
の
学
説
の
論
理
的
基
盤
を
語
の
概
念
の
、
よ
り
大
な
る
か
、
或
い
は
よ
り
小
な
る
「
次
」
へ
の
特
殊
化
の
原
理
に
置
い
て
い
る
。
彼

の
措
辞
に
よ
れ
ば
「
他
の
詩
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
語
は
そ
れ
自
身
常
に
そ
れ
を
限
定
す
る
詩
よ
り
も
特
殊
で
あ
る
。
無
論
、
後
者
は
前
者
を
そ
れ
自
身
に
お

註
2

い
で
あ
る
よ
り
、
特
殊
に
す
る
た
め
に
働
く
の
で
あ
る
よ
す
な
わ
ち
語
の
表
象
す
る
概
念
の
外
延
よ
り
見
た
時
、
あ
る
発
話
に
お
い
て
一
次
語
は
二
次
語
よ
り

も
特
殊
で
あ
り
、
そ
れ
は
三
次
語
よ
り
、
よ
り
一
般
的
〈
目
。
店
内

O
R
w
g
H）
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
学
説
に
附
髄
す
る
最
も
重

｜
｜
｜
詮

S

要
な
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
力
は
こ
れ
に
と
く
に
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
最
初
の
主
力
の
叙
述
か
ら
い
っ
て
、
ま
た
後
述
す

る
と
こ
ろ
か
ら
し
で
も
こ
の
点
は
主
力
に
よ
っ
て
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
我
々
は
フ
ン
ケ
が
な
し
た
批
評
の

う
ち
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
概
念
の
特
殊
化
と
実
体
概
念
に
つ
い
て
の
部
分
に
最
も
興
味
を
も
っ
。
フ
シ
ケ
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
比
較
が
試
み
ら
れ
る
わ
け
は
、

註
14 

同
右

3
1
q
o
o
 

’aqo 

註
日

可
の
・
M
M
m
m
・

〈四〉



た
と
え
ば
伊
崎
ロ
ュ
。
ロω
H
U
1
げ
州
南
区
出
向
仏
門
高
に
お
い
て
、
色
。
ぬ
や
げ

m
H吋
江
口
ぬ
な
ど
の
各
語
に
そ
れ
ぞ
れ
意
味
論
上
、
概
念
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
対
応
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
蓋
し
こ
の
解
釈
は
全
く
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ン
ケ
は
、

と
こ
ろ
が
一
実
際
は
か
か
る
例
に
お
い
て
概
念
が
対
応
す
る
と
い
え
る
の
は
含
向
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
犬
』
と
い
う
動
物
の
種
類
の
概
念
的
表
象
を
意

味
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
マ
ル
テ
イ
k
g
z
ロ
冨
自
司
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
語
の
み
が
、
白
義
的
（gF
詐
σ
2
2
Z
E

）
で
あ

っ
て
そ
れ
自
身
で
独
立
に
表
象
を
喚
起
し
う
る
言
語
表
現
で
あ
る
に
対
し
て
「
ゲ
2
5

ロ
ぬ
や
苫
止
。
g
q

は
単
に
共
義
的
ハ
E
E
Z
仏
2
2
E

）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
そ
れ
だ
け
独
立
に
離
し
て
は
何
ら
の
概
念
的
表
象
も
喚
起
し
な
い
で
、
た
だmH
E
止
。
g
q
σ
日
江
口
同
皆
同
と
い
う
よ
う
な
通
関
の
中
に
お
い

設
4

て
は
じ
め
て
一
定
の
機
能
を
果
す
」
だ
け
だ
が
、
こ
の
観
点
か
ら
は
概
念
特
殊
化
の
原
理
は
容
易
に
是
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

c

我
々
は
一
応
こ
の
立
場
を
理

解
す
る
が
、
ま
っ
た
く
そ
れ
に
与
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
思
う
に
そ
れ
は
機
能
と
い
う
術
語
そ
の
も
の
の
解
釈
に
よ
っ
て
考
え
が
わ
か
れ

て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
フ
ン
ケ
の
こ
の
批
評
に
対
し
て
書
か
れ
た
イ
エ
ス
ペ
ル
セγ
の
反
駁
も
ま
た
我
々
に
は
あ
る
意
味
を
訴
え
る
。
そ
れ

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
は
そ
こ
で
は
匂
ロg
q
E

阿
古
色
と
い
う
言
葉
は
、
M
Uの
に
お
い
て
捨
て
ら
れ
た
こ
と

を
指
示
し
、
か
っ
問
題
は
意
味
の
領
域
に
で
は
な
く
、
機
能
の
領
域
に
あ
る
と
し
て
、
機
能
と
は
、
文
法
的
、
形
式
的
機
能
の
み
を
指
す
の
で
あ
り
、
フ
ン
ケ

註
5

の
い
う
論
理
的
。
。
阿
佐
げ
）
あ
る
い
は
意
味
論
的
（
g
E
m

弘
色
。
包
岳
）
と
よ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
入
ら
な
い
と
答
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
主
力
は
炉
実
詞
d

に
つ
い
て
は
少
く
と
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
概
念
の
範
障
を
す
で
に
P

詞
類
d

の
区
別
に

際
し
て
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
F

他
的
思
想
倶
好
d

に
お
い
て
、
v

的
d

を
除
外
す
る
す
べ
て
の
語
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
概
念
の
存
在
を
容
認
す
る

立
場
で
各
概
念
の
外
延
を
比
較
す
る
原
理
に
立
っ
て
、
各
語
の
相
互
の
従
属
乃
至
限
定
関
係
を
考
察
す
る
管
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
念
の
領
域
は
、
言
語
表
現

か
ら
は
独
立
の
範
憶
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
次
章
で
い
う
よ
う
に
こ
れ
は
確
か
に
言
語
の
性
格
如
何
に
よ
ら
な
い
共
通
性
を
も
っ
。
そ
の
時
我
々
は
到
対

註
6

が
、
f
二
口
問d
説
を
あ
る
言
語
に
お
い
て
は
不
必
要
と
し
、
と
く
に
中
国
語
に
対
し
て
必
須
の
も
の
と
し
た
考
え
方
に
疑
義
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
少
く
と

も
到
対
は
ゴ
ニ
品d
説
を
採
用
す
る
に
際
し
て
、
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
線
よ
り
脱
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
そ
れ
が
是
と
さ
れ
る

に
し
て
も
、
そ
こ
に
我
々
が
納
得
す
る
よ
う
な
理
論
的
省
察
こ
そ
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
到
対
の
応
用
は
や
や
安
易
に
過
ぎ
た
き
ら
い
が
な
き
に
し

も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
F

詞
品
a
論
に
お
い
て
到
対
の
行
っ
て
い
る
作
業
も
、
総
体
と
し
て
は
単
に

P

詞
類
d
の
機
能
上
の
領
域
を
ご
ニ
品d
説
に
従
っ

- 76 ー



て
確
認
す
る
こ
と
を
そ
の
主
た
る
目
的
と
す
る
に
流
れ
た
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
再
び
敢
え
て
そ
れ
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
到
対

は
F

句
子
d

に
お
け
る
機
能
上
の
P

詞
d

の
分
類
の
焦
点
を
奈
辺
に
定
め
る
か
に
つ
い
て
理
論
的
展
開
を
示
す
責
任
が
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
到
対
が4
V
吋
3
5

ロ
冨
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
故
意
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
と
軌
を
異
に
し
た
点
の
う
ち
、
非
難
に
当
ら
な
い
点
を
挙
げ
よ
う
。

そ
し
て
我
々
は
そ
れ
が
中
国
語
の
特
質
を
考
慶
に
入
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
P

仇
語
d
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
到
対
の
定
義
で
は
、

F

次
品
d
と

P

首
品
a
の
結
合
、
或
い
は
F

末
品
d
と

F

次
品
d
の
結
合
、
ま
た
は
F

同
品
d

の
結
合
に
よ
る
語
群
が
、
一
個
のF
詞
d

の
果
す
機
能
を
も
っ
て
発
話
に
該
当
す
る
場
合
、
換
言
す
る
な
ら
、
二
個
以
上
の
グ
実
詞
d
が
一
種
の
複
合
の
意
義

註
T
I

－
－

単
位
を
な
す
と
き
、
こ
れ
を
F

的
語
d

と
称
す
る
。
こ
のF
仇
語
a
が
主
力
に
よ
っ
て
F

主
従
d
p等
立
ん
の
こ
類
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
問

題
は
F

的
語
d

の
領
域
に
あ
る
。
中
国
語
で
い
うF
的
語
d
と
は
、
英
語
で
一
般
に
い
う
M
M
F
5
8に
近
い
観
念
で
あ
る
が
、
若
干
そ
れ
と
は
趣
き
を
異
に
す

る
よ
う
で
あ
る
。
ソ
ネ
ン
シ
ャ
イ
ン
目
白
羽

m
H
a
k
r
a
。
目
白
。
出
回
。
ロm
o
v
o古
に
よ
れ
ば
匂
F
3
8

と
は
ご
個
の
品
詞
に
相
当
し
て
（
2
g
H
S
H
O
E
Z
ω

設
8

a
E
川H
O
M出、
昆a
m
匂
0
0
0
8そ
れ
自
身
の
主
部
と
述
部
を
も
た
な
い
雷
同
群
宮
崎
g
c

旬
。
同
当
。
昆
患
を
い
う
」
0

（
ス
イ
l

ト
は
そ
れ
を
連
語
者
。
昆
唱
o
z
u

と
呼
び
、
そ
の
他
カl
ム
白
日
目
。
、
ポ
ウ
ツ
マ
司
。
口
言
自
民
ク
ル
イ
ジ
ン
ガ
閃
同
信
官
官
同
m
H
な
ど
句
H
H
5
3

を
採
ら
ぬ
英
語
学
者
は
多
く
、
イ
エ
ス
ペ
ル

セ
シ
も
そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
定
義
は
大
体
英
語
研
究
に
普
遍
的
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
〉
。
し
か
し
な
が
ら
到
対
は
こ
の
定
義
を
「
中
国
語
に
は
由
民

2

4
0

吋
げ
の
形
式
が
存
在
し
な
い
し
、
一
個
の
語
群
に
v

謂
語
d
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
を
確
認
す
る
手
だ
て
が
な
い
か
ら
（
無
法
弁
認
一
個
詞
華
裏
是
否
包
含

註
9

着
謂
盟
問
）
中
国
語
に
対
し
て
は
不
適
当
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
シ
は
、
ス
イ

l

ト
と
同
じ
術
詩
を
使
用
す
る
が
、
そ
れ

は
「
二
詩
ま
た
は
そ
れ
以
上
か
ら
な
る
」
が
、
「
時
に
は
一
世
間
な
の
か
二
諮
な
の
か
き
め
る
の
が
困
難
な
こ
と
が
あ
る

O
S
E
E
M－
は
、
本
来
二
語
で
あ
っ
た
が
、

今
で
は
ハ
イ
フ
ン
な
し
に
宮
門
宮
司
と
緩
る
傾
向
が
強
く
な
り
、
事
実
、

P
O
E
Z

向
。
吋
と
い
い
う
る
こ
と
か
ら
ぎ
が
本
来
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
は
も
は

や
感
じ
ら
れ
な
く
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
い
、
－
二
口
陥

d
説
的
に
は
ご
次
、
二
次
、
三
次
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
連
語
は
相
互

に
、
－
z
o
o
g
巳
a

の
示
す
従
属
の
関
係
に
立
つ
い
く
つ
か
の
要
素
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
連
語
のEH
H
W
と
連
語
内
部
の
g

ロ
F

と
は
別
の
も
の
で
あ

註
却る

」
と
す
る
。
主
力
は
こ
の
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
説
を
、
と
く
に
そ
の
最
後
の
部
分
を
完
全
に
黙
殺
す
る
。
彼
は
そ
こ
で
は
、
依
然
と
し
て
よ
ニ
品

d
説
の
立

場
を
固
守
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

P

仇
語
d
に
関
し
て
は
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
よ
り
む
し
ろ
、
ブ
ル
l

ム
フ
ィ
ー
ド
ル
に
準
拠
し
て
、
そ
の
内
心
構
造
官
出
血
？ - 77 ー



。
。
ロ
オ
同00
0
出
丘
2
0

氏
。
阜
の
理
論
に
注
目
し
て
い
る
。
プ
ル
！
ム
フ
ィ
ー
ド
ル
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
統
語
群
は
、
そ
の
直
接
の
構
成
要
素
の
一
、
或
い
は

そ
れ
以
上
主
機
能
上
同
一
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
内
心
、
外
心
（

g
e
o
o
E

民
0
・
2

。
0
0
5
見
。
〉
の
二
つ
の
構
造
に
分
け
ら
れ
る
。
内
心
構
造
に
お
い
て

は
、
た
と
え
ば
結
果
統
語
群
吋
g
E
S
E

匂
V
5
8
2

句
。2
r
v

ロ
ョ
は
主
要
部
（
v
g
e
r
F

ロ
と
同
一
の
機
能
を
果
し
、
そ
の
中
の
連
体
辞
省
詰
早

註
n
l
－
－

ゲ
ロ
件
。
）32

の
機
能
は
全
体
と
し
て
F

調
品
d

の
場
に
お
か
れ
た
と
き
全
く
関
係
が
な
い
。
主
力
は
こ
れ
ら
を
v

向
心
結
構
d

と
呼
び
、
，
的
語d
は
F

向

主
2

心
結
構
8
だ
と
規
定
す
るd
E対
が
P

的
語
d
を
F

主
従
d、

F

等
立
d
に
わ
け
る
の
も
、
す
べ
て
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
イ
エ
ス
ペ
ル

セ
ン
は
到
対
の
こ
の
卓
説
に
ほ
と
ん
ど
与
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
内
心
構
造
は
、
二
個
或
い
は
そ
れ
以
上
の
よ
り
小
な
る
自
由
形
式
を
含
む
す

べ
て
の
自
由
形
式
を
指
す
か
ら
、
ソ
ネ
シ
シ
ヤ
イ
γ
の

M
M
V
S
Sよ
り
そ
の
領
域
は
大
で
あ
り
、
か
っ
、
主
力
がP
仇
語
d

よ
り
大
な
る
単
位
と
し
たP
句
子
8

も
ま
た
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
逆
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
連
語
は
ソ
ネ
ン
シ
ヤ
イγの
定
義
よ
り
小
な
る
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
刻
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ

で
到
対
の
w

的
諮
d
は
こ
の
両
者
の
聞
の
巾
広
い
観
念
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
省
察
は
当
然
中
国
語
に
普
遍
的
に
発
見
さ
れ
る
統
語
群

の
も
つ
特
異
な
性
格
に
出
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
一
事
に
よ
っ
て
も
、
到
対
が

4
V
8
0
5

巴
a

を
、
た
だ
無
批
判
に
模
倣
し
た
と
い
う
非
難
を
排
斥
で
き

る
と
思
う
の
で
あ
る
。

- 78 ー

な
お
こ
の
結
果
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
多
少
の
注
意
を
し
て
お
く
必
要
も
あ
る
。
到
対
は

v

仇
語
d
の
分
析
に
際
し
て
、
た
と
え
ばF
首
品
a
と

F

次
品
d
の
聯

結
の
ケ
i

ス
を
二
分
し
、
一
方
を
F

首
品
d

に
匹
敵
す
る
も
の
と
考
え
て
v

組
合
式
d

な
る
名
を
与
え
、
他
は
F

次
品
d

に
該
当
す
る
と
し
て
、
F

小
牛
、
山

頂
、
草
夫d
q
逓
組
式
d
に
な
る
と

P

馬
車
夫
、
大
紅
祖
、
欄
羊
頭
d
な
ど
）
と

F

説
話
、
撒
読
、
告
状
、
打
伎dな
ど
を
区
別
す
る
が
、
こ
の
や
り
方
は
、
こ

時
間
四

れ
ら
の
統
語
群
が
そ
れ
以
上
の
単
位
に
お
い
て
、
機
能
上
の
考
察
に
よ
っ
てv詞
品
d

を
決
定
さ
れ
る
と
い
う
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
考
え
方
に
一
致
し
な
い
。

言
M

換
言
す
れ
ば
包
吉
出
向
洋
と
匂
民
自
m
H
q
の
結
合
で
あ
る
田
口
臣
官
吋
．
0
位
。
5
8
H
H

が
m
g
H
M門
古
河
．
ぇ
・

Z
B

。
。
出
羽
回
初
出H
H
O
で
は
胃
H
E
m－4

・
〉
∞
口
出
合
吋

え
芯
目
。
。
凶

g
H
H
O
O
Eで
は
包
吉
国
丘
、
更
に
図
。
色
。
旬
け
巴
H
m
c
E
m
u
－
邸
内
伸2
5

。
ロ
で
は
き
玄
ロ
ロ
。
仲
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
到
対
は

拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
詳
細
に
見
て
い
け
ば
、
到
対
の

P

造
句
法
d
と
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の

m
u
H仲
良
は
細
か
い
点
に
お
い
て
な
お
多
数
の
相
異
を

見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
も
目
立
つ
差
異
を
考
え
て
、

J
E
H同O
O
H
S
巳
a

は
、
そ
の
ま
ま
の
姿
で
到
対
の
中
国
語
研
究
に
導
入
さ
れ
た
の
で

は
な
い
こ
と
の
証
左
と
す
る
に
止
め
る
。
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王
力
；
中
国
現
代
語
法
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L『o
m
匂
2
m
g
n

住
民
・
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・
H
H∞J

ロ
品
・

〈五〉

主
力
は
中
国
語
研
究
が
、
本
来
統
辞
論
の
問
題
だ
と
考
え
て
そ
こ
に
何
か
原
理
的
な
も
の
を
求
め
た
時
、
ヱ
二
品

d
説
を
若
干
改
め
な
が
ら
適
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
彼
は
こ
の
学
説
は
、
一
般
に
印
欧
一
糸
言
語
の
研
究
に
関
係
の
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
も
し
グ
調
類

d
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の

形
態
標
記
を
も
ち
、
そ
の
標
記
を
示
す
，
詞s
に
は
必
ら
ず
一
定
の
機
能
が
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
，
詞
品
d
論
は
た
ち
ゆ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ



が
一
定
の
標
記
を
も
た
な
い
と
し
て
も
、
一
個
の
w

詞
d
に
必
ら
ず
一
定
の
機
能
が
あ
れ
ば
、
同
様
の
結
論
を
得
る
。
到
対
が
印
欧
系
言
語
の
殆
ん
ど
に
こ
の

学
説
が
関
係
が
な
い
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
英
語
に
お
い
て
は
些
か
事
情
が
異
な
る
。
そ
こ
で
は
v

詞
d

は
本
来
決
し
て
一
定
の
機
能
を
も
っ
て

い
な
い
。
そ
の
F

詞
類
H
の
範
囲
と
F

詞
品
a
の
範
囲
は
平
行
せ
ず
、
従
っ
て
現
代
英
語
に
関
す
る
限
り
P

詞
d
が
無
定
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
強
ち
否
定
で

き
な
い
。
こ
の
意
味
で
H

一
一
一
品
d
説
が
英
語
研
究
に
出
た
こ
と
を
当
然
だ
と
到
対
は
考
え
る
が
、
ひ
い
て
は
、
，
無
定
品

a
の
点
に
就
い
て
論
ず
る
時
、
中
国
語

は
英
語
に
著
し
く
近
似
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
程
度
は
一
段
と
は
な
は
だ
し
い
故
を
も
っ
て
、
中
国
語
の
側
に
、
よ
り
多
く

F

詞
品
a

の
論
ぜ
ら
れ

る
理
由
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
二
個
の
言
語
の
近
似
性
が
肯
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
も
し
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
シ
の
思

想
が
是
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
到
対
も
ま
た
根
本
的
な
非
難
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
替
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
到
対
が

P

詞
品
a
論
を
否
定
す
る
に
至
る
よ
う
な

批
判
は
、
主
と
し
て
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
が
蒙
っ
た
よ
う
な
批
判
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
次
元
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

ヨ
ー

実
を
い
え
ば
到
対
が
自
説
の
誤
り
を
認
め
て
、
ヱ
二
品
d
説
を
取
り
消
し
、
そ
の
著
書
の
印
行
を
停
止
し
た
の
に
は
、
ス
タI
リ

γ

の
言
語
学
説
以
後
の
語

1
1
i

詮
2

文
界
の
状
勢
が
大
き
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
主
力
の
自
己
批
判
の
要
点
を
跡
っ
て
そ
の
本
質
的
な
問
題
を
考
え
て
み
る
と
、
主
力
に
と

っ
て
、
そ
の
最
大
の
意
味
を
も
っ
批
評
は
、
そ
の
学
説
を
批
判
す
る
に
、
唯
心
的
、
反
マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ニ
シ
主
義
的
、
反
ス
タl
リ

γ
的
、
等
々
の
攻
撃
を

も
っ
て
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

主
力
に
よ
れ
ば
そ
の
最
初
の
批
判
は
口
頭
で
胡
司
刻
同

g
c
円
宮
？
E
C

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
学
説
が
心
理
よ
り
出
発
し
て
問
題
の
研

究
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
か
つ
そ
れ
故
に
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
一
九
五
二
年
に

E
ω思
2
5

〉
窓
岩
富
山
国
g
u
ヨ
内

註
3
1
1
1

註
4

の
の
の
唱
に
載
っ
た
ム
ド
ロ
フ
の
論
文
が
あ
る
。
主
力
は
そ
れ
を
全
く
甘
受
し
て
自
説
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
学
説
の
長
所
は
概
念
範
障

と
機
能
の
種
類
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国
語
に
お
い
て
は
F

詞
d
は
全
く
F

詞
類
標
記
d
を
も
た
な
い
故
に
、
純
粋
に
概
念
の
範
時

よ
り
分
類
を
行
い
、
形
式
上
の
拘
束
を
受
け
な
い
と
い
う
点
が
到
対
の
学
説
の
長
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
そ
の
大
き
な
欠
点
で
あ
り
、
逆

に
非
言
語
的
領
域
を
語
法
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
目
。
時
g
H）
日
同
志
向
。
切
で
あ
る
と
い
う
非
難
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
概
念
の
範
噂
と

詮
5

註
1

，
詞s
の
関
係
に
対
す
る
思
想
は
た
ま
た
ま
メ
シ
ヤ
ニ
ノ
フE
・
E
－
z
。
E
m
E
5
8

∞
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
先
の
論
文
で
マ
I

ル
E
・
国
・
2
者
匂
を
批
判
し
た
が
、
そ
の
学
説
の
後
継
者
で
あ
る
メ
シ
ヤ
ニ
ノ
フ
も
、
ま
た
、
当
時
批
判
の
渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
到
対
が
如
何
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な
る
論
理
を
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、
す
で
に
容
易
に
推
測
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
U

と
も
あ
れ
、
そ
れ
は
、
概
念
範
轄
とP
詞
d

の
関
係
に
対
す
る

批
評
に
関
す
る
限
り
少
な
く
と
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。

註
6

す
な
わ
ち
到
対
は
、
メ
シ
ヤ
ニ
ノ
フ
に
対
す
る
批
判
を
も
っ
て
自
己
へ
の
批
判
と
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
ポ
ス
ベ
ロ
フ
コ
・
の
・
口
。

2
2
8

の
意
見
を
引

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ポ
ス
ベ
ロ
フ
は
、
メ
シ
ヤ
ニ
ノ
フ
が
文
法
範
臨
時
の
本
質
と
そ
の
形
成
方
式
を
理
解
し
な
い
た
め
に
概
念
範
鴎
の
唯
心
的
な
学
説
に

走
り
、
た
め
に
文
の
要
素
と
P

詞
類
d

の
関
係
に
関
す
る
問
題
を
正
確
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
メ
シ
ヤ
ニ
ノ
フ
が
「
文
の
要
素
と
詞
類

註
T

は
如
何
な
る
言
語
に
お
い
て
も
共
通
一
致
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
則
よ
り
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
ポ
ス
ベ
ロ
フ
に

よ
れ
ば
、
実
際
は
、
事
物
の
性
質
は
正
に
或
る
名
詞
の
語
義
と
文
法
的
意
味
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
言
語
に
よ
ら
な
い
で
形
象
し
う
る
概
念
範

轄
な
る
も
の
が
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
形
市
上
学
的
な
虚
構
で
あ
り
、
文
の
要
素
及
び
F

詞
類
d

は
と
も
に
す
べ
て
の
言
語
に
共
通
す
る
「
概
念
」
の

本
質
に
よ
っ
て
は
表
示
さ
れ
な
い
と
い
う
。

到
対
は
基
本
的
に
は
自
説
に
全
く
こ
れ
と
同
様
の
錯
誤
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、
実
は

F

詞
類
d
区
分
の
標
準
を
概
念
の
範
轄
に
拠

ア
た
の
は
、
中
国
語
の
特
性
に
応
じ
た
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
を
少
く
と
も
紙
面
の
上
で
は
再
検
討
し
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
ゴ
ニ
品

d
説
の
批
判
と

し
て
、
主
に
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
い
さ
さ
か
合
点
の
い
か
ぬ
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
本
来
到
対
の

F

詞
類
d
研
究
の
立
場
は
、
形
態
論
よ
り
放
逐
さ
れ
る
中
国
語
の

F

詞
d

を
一
応
概
念
に
よ
っ
て
分
類
し
て
お
い
て
、
そ
れ
ら
とF
詞
品
d
と
の
関
係
現
象
を
調
べ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
論
理
上
の
範
障
が
宙
開
句
の
組
織
に
お
い
て

い
か
な
る
関
係
を
発
見
す
る
か
を
問
題
と
す
る
に
あ
っ
た
管
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
国
語
研
究
に
お
い
て
は
、

F

詞
類
d
の
区
分
は
い
ず
れ
便
宜
的
な
も
の
で

よ
い
。
F

詞
s
の
研
究
の
重
要
性
は
す
で
に
F

詞
品
d
に
負
わ
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
到
対
が

F

詞
類
d
区
分
を
語
法
研
究
上
の
最

も
重
要
な
基
本
問
題
と
し
、
か
っ
到
対
の
考
え
た
分
類
標
準
を
絶
対
唯
一
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

F

詞
類
d
を
独
立
の
事
項
と
し
て
、
そ
の
誤
り
を
認
め
る
に

杏
で
は
な
い
。
従
っ
て
F

詞
類
d

の
み
を
切
り
離
し
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
す
で
に
漢
詩
品
詞
論
争
で
得
ら
れ
た
結
果
と
同
様
の
結
論
に
、
到
対
が
到
達
す
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
到
対
は
反
省
の
赴
く
と
こ
ろ
必
然
的
に

P

詞
d
相
互
の
結
合
ま
た
は
F

詞
d
と
グ
付
加
成
分d
の
結
合
、
及
び
P

詞
義
d
を
P

詞

類
d

区
分
の
標
記
と
す
る
地
点
に
到
達
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
品
詞
が
体
系
的
文
法
論
に
入
っ
て
き
た
時
、
果
し
て

P

詞
品
d
論
で
扱
わ
れ
た
領
域
に

つ
い
て
は
、
い
か
な
る
考
察
が
と
っ
て
か
わ
り
う
る
の
か
。
実
は
そ
こ
に
問
院
が
あ
る
と
見
た
い
。
そ
れ
を
一
示
す
こ
と
な
し
に
、
ゴ
二
品

a
説
を
取
消
す
こ
と
は
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事
実
不
可
能
な
管
で
あ
る
。

だ
が
到
対
は
、F
句
子
d
に
お
い
て
v

詞
d
を
主
一
品
a
に
分
類
す
る
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
唯
心
論
的
観
点
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
到
対
に

よ
れ
ば
、
F

詞
a
を
品
級
に
わ
か
つ
こ
と
は
、
た
と
え
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
時
代
、
地
域
、
条
件
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
点

で
そ
れ
は
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
び
到
対
の
批
判
に
対
し
て
疑
義
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
反
省
は
公
式
主
義
よ
り
の
飛
躍
で
あ
る
こ
と

を
そ
れ
自
身
充
分
に
示
唆
し
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ばF
一
二
品d
説
が
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す

で
に
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
分
析
と
到
対
の
体
系
は
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
共
通
の
方
法
論
が
、
異
な
る
現
象
を
整
理
し
て
異
な
る
体
系
を
う
る
こ
と
に

異
論
は
な
い
筈
で
あ
る
。

さ
ら
に
到
対
は
、f
ニ
品s
説
自
体
に
欠
点
あ
り
と
し
、
中
国
語
に
お
い
てP
謂
語
d
が
そ
の
最
も
重
要
な
位
置
を
も
つ
べ
き
替
で
あ
り
、
目
的
語
が
そ
れ
程

重
要
性
を
表
象
し
な
い
の
に
、
一
方
がF
次
品
d
で
他
が
P

首
品
d
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
よ
り
先
、
槻
瞬
間
同
日
記

E
O
H
M－m
V含
代

設
8

に
よ
っ
て
す
で
に
言
及
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
は
も
は
や
枝
葉
末
節
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
到
対
は
概
念
範
庸
に
よ
っ
て
F

詞
類
d
を
区
分
す
る
こ
と
を
排
し
て
、
前
述
の
二
項
目
を
そ
の
標
記
と
す
る
論
証
を
行
う
が
（
そ
れ
が
そ
の
限
り
に

註
9

お
い
て
は
是
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
す
で
に
い
っ
た
〉
、
結
局
、
ロ
モ
ノ
l

ソ
フ
包
・
∞
－
b

。
き
問
。
。
。
切
の
古
典
的
理
論
が
唯
物
論
的
根
拠
を
も
っ
と
い
う
理

由
で
、
グ
詞
類a
の
論
拠
を
そ
こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
到
対
の
後
退
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
殊
に
中
国
語
研

究
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
体
系
か
ら
の
離
脱
を
、
望
み
こ
そ
す
れ
、
た
と
え
唯
物
論
的
論
証
の
な
さ
れ
る
も
の
で
も
、
そ
こ
に
帰
投
す
る
願
望
も
理
由
も
失
っ

て
い
る
。
こ
の
十
八
世
犯
の
ロ
シ
ヤ
文
法
の
創
始
者
の
古
典
的
な
体
系
は
少
く
と
も
中
国
語
研
究
に
は
決
し
て
救
い
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
ゴ
二
品
a
説
の
特
質
は
、
F

詞
類
範
曙
a
と
別
個
に
P

詞
品
d
系
列
を
考
究
す
る
可
能
性
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
F

詞
類

範
鴎
d
の
分
類
基
準
は
、
本
来
F

詞
品
a

に
関
係
な
く
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
通
り
到
対
の
自
己
批
判
に
お
い
て
妥
当
と
さ
れ

る
部
分
は
、
そ
れ
が
概
念
範
曙
と
平
行
す
る
と
い
う
思
考
を
排
斥
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
ゴ
ニ
品

d
説
の
本
質
に
触
れ
る
問
題
と

は
独
立
に
論
議
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
f
二
品
d
詩
批
判
の
場
に
お
い
て
到
対
が
専
ら
こ
の
こ
と
を
論
議
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
は
な
は
だ
納
得
の
い
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
唱

n
L
 



さ
ら
に
ヱ
ニ
品
d
説
そ
の
も
の
に
対
す
る
到
対
の
批
判
は
多
く
我
々
を
納
得
さ
せ
な
い
。
そ
れ
に
唯
心
的
と
い
う
罪
名
を
冠
す
る
根
拠
を
、
は
た
し
て
到
対

は
一
訳
さ
れ
た
理
由
以
上
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
唯
心
的
で
あ
る
と
い
う
断
案
を
我
々
が
甘
受
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
語
法
研
究
の
分
野
か

ら
全
く
閉
め
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
縦
に
す
る
の
を
黙
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

1
1

誤
解
の
な
い
た
め
に
い
っ
て
お
く
が
、
到
対
の

F

三

品
d

説
に
つ
い
て
改
め
る
べ
き
と
こ
ろ
な
し
と
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
ゴ
ニ
品

d
説
的
な
考
え
方
を
、
そ
の
よ
う
な
単
一
の
理
由
の
も
と
に
悉
く
排
斥
す

る
議
論
に
対
し
て
反
駁
す
る
の
で
あ
る
。

は
な
は
だ
冒
険
的
な
い
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
到
対
の
自
己
批
判
に
は
、
到
対
の
真
意
が
、
悉
く
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
同
様
に
も
し
乱
暴
な
予

想
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
意
味
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
ゴ
二
品

d
説
は
取
消
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヱ
一
一
品

d
説
取
消
後
の
、
本
来
そ
の
学

説
に
よ
っ
て
考
究
さ
れ
た
領
域
に
対
す
る
処
理
も
ま
た
、
到
対
の
一
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
二
個
の
標
準
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た

F

詞
類
d

の
範
障
が
、

ま
た
同
時
に
こ
の
責
任
を
負
う
に
過
ぎ
な
い
。
は
じ
め
に
い
っ
た
よ
う
に
、
到
対
の
予
告
に
つ
い
て
裏
切
ら
れ
る
可
能
性
す
ら
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
重

の
意
味
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註
8

主
力
；
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前
P
3

註
9

三
・
回
・
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〈六〉

考
え
る
に
、
こ
の
学
説
が
言
語
研
究
に
お
い
て
、
よ
く
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
適
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
最
も
根
抵
的
な
問
題
は
、
む
し
ろ
ま
ず
，
三

品
d
分
類
の
根
拠
に
あ
る
。
プ
ン
ケ
が
F

三
品
d

説
を
批
評
し
て
、
そ
れ
が
純
粋
に
機
能
に
よ
る
語
の
分
類
で
は
な
く
、
従
来
の
文
法
範
轄
を
多
く
出
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
音ω見
を
提
出
し
た
こ
と
、
及
び
そ
の
時
は
そ
の
「
機
能
」
と
い
う
術
語
の
解
釈
に
、
よ
り
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
が
、
中
国
語
に
お
い
て
こ
の
伝
統
的
な
文
法
範
臨
時
の
区
分
を
行
う
時
、
到
対
が
た
と
え
前
述
の
二
個
の
標
準
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
各
々
の
結
果
が

必
ら
ず
し
も
一
致
す
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
、
中
国
語
の
研
究
に
資
す
る
た
め
の

P

三
品
d
説
を
新
た
に
認
め
て
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

規
定
す
る
。

す
な
わ
ち
我
々
は
、
や
は
り
、
名
詞
、
形
容
調
、
副
詞
、
動
詞
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
、

註
ー

は
、
本
質
的
に
は
、
主
力
が
分
類
基
準
の
一
と
考
え
て
い
る
形
式
上
の
標
準
に
あ
る
と
考
え
る
。
要
す
る
に
そ
れ
ら
の
範
鴎
は
た
と
え
辞
書
的
に
捕
捉
し
う
る

も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
F

詞
d

の
統
合
、
連
接
し
た
発
話
の
中
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
に
し
て
も
、
純
粋
に
文
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

v

詞
品
d

に
つ
い
て
は
、
や
は
り
統
語
群
と
い
っ
た
よ
う
な
語
の
連
関
し
た
発
話
の
構
造
を
、
機
能

3
詞
義
d
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
を
機
能
的
に
見
る
と
い

う
意
味
｜
｜
従
っ
て
意
味
と
い
っ
て
よ
い
V
の
側
か
ら
観
察
し
て
得
ら
れ
る
v

詞
d

の
結
合
に
関
す
る
理
論
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
力
の
第
二
の
基

準
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
や
は
り
辞
書
的
領
域
か
ら
は
引
き
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
語
の
品
級
の
名
称
は
、
第
一
の
場

合
に
一
致
し
て
も
、
し
な
く
て
も
自
由
で
あ
る
。
た
だ
し
形
式
上
の
問
題
と
機
能
上
の
問
題
は
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
品
詞
論
争

で
得
ら
れ
た
広
義
の
形
態
論
の
扱
う
も
の
の
一
部
は
、
第
一
の
場
合
に
含
ま
れ
、
第
二
の
場
合
は
グ
詞

d

が
発
話
に
該
当
し
た
時
に
、
表
象
し
う
る
詞
義
の
修

飾
、
お
よ
び
限
定
の
作
用
を
専
ら
問
題
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
F

詞
品
d
は
F

詞
類
d

（
必
ら
ず
し
も
形
態
範
障
で
は
な
い
）
と
往
々
一
致
は
す
る

が
、
原
理
上
一
致
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
根
本
的
な
考
え
に
惇
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
た
ま
た
ま
メ
シ
ヤ
ニ
ノ
フ
と
同
様
に
非
科

一
般
に
品
詞
、
ま
た
は
F

詞
類
d
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
法
的
諸
範
曙
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学
的
な
考
察
で
あ
っ
た
到
対
の
概
念
範
障
が
、

F

詞
類
d
を
弁
別
す
る
と
い
う
意
見
を
も
放
逐
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
第
一
の
基
準
に
よ
るF
詞
d
の
分
類
が
我
々
を
完
全
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
、
完
全
な
体
系
に
落
ち
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
。

そ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
中
国
語
の
宿
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
第
二
の
基
準
に
よ
る
分
類
に
は
、
こ
れ
を
補
足
す
る
任
務
を
負
わ
す
こ
と
を

最
初
か
ら
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
目
測
淵F
町
田
F
g
仕
切
宮
口
同
は
、
基
準
のA
で
は
a

に
、
そ
し
て
B

で
は
b

に
分
類
さ
れ
る
場
合
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
こ
個
の
範
障
が
重

復
す
る
領
域
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
、
語
法
成
分
の
付
加
、
ま
た
は
語
の
連
接
関
係
な
ど
に
よ
っ
て

F

詞
d
を
分
類
す
る
試
み
が
、g
一

註
2
I
l
l

－

調
多
類
説
d、

P

詞
類
通
仮
説
d、

F

無
定
類
説
d

に
涜
れ
る
だ
け
の
結
果
し
か
賢
さ
な
い
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
文
練
唱
。
回
－

z
o
ロ
胡
附
出
口

副
司
9
0

出
回
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、F
一
個
、
両
塊
、
三
支
、
四
本
、
五
杯
d
や
F

這
個
、
那
塊
、
那
支
、
那
杯
、
那
種
、
一
次d
等
に
続
く
詩
は
同
一
の
文

法
範
臨
時
に
入
れ
て
名
詞
と
名
づ
け
ら
れ
、
つ
ぎ
に

F

不
、
会
、
能
、
敢
、
該d
等
に
先
行
さ
れ
F

了
、
著
、
起
来
、
下
去
、
過
去
、
過
来d
に
続
か
れ
る
も
の
は

動
詞
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
我
々
は
臼
創
刊
州
の
い
っ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば

F

思
想
d
が
F

思
想
起
来
d
と
い
わ
れ
る
一
方
、
ま
たF
一
個
思
想
ヘ
あ
る
い
は

F

那
種
思
想
d
と
も
な
る
事
実
を
前
に
し
て
困
惑
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
F

調
ロ
同d
論
は
か
か
る
現
象
を
何
等
か
の
解
決
に
導
く
た
め
に
考
究
さ
れ
る
と
同
時
に
、

需
類
相
当
語
句
（
一
応
。ρ
丘
g
z
E

の
ご
と
き
も
の
）
に
は
、
そ
の
よ
う
な
標
準
は
適
用
さ
れ
え
な
い
非
常
に
多
く
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
以
上
、
ま
た
そ

れ
ら
に
対
す
る
分
析
の
理
論
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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よ
っ
て
我
々
は
文
法
理
論
上
、
二
つ
の
領
域
の
み
を
区
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
的
形
式
、
お
よ
び

ω
機
簡
で
あ
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
イ
エ
ス

ペ
ル
セ
ン
の
三
つ
の
領
域
の
う
ち
の
、
概
念
の
領
域
以
外
の
二
つ
の
も
の
と
意
義
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
い
ま
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
な
お
ま
た
我
々
は
文
法

理
論
上
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
は
、O
M
可
m
－
’E
H
M何
回
白
い
な
概
念
の
領
域
を
全
く
顧
み
な
い
こ
と
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
我
々
の
機
能
に

対
す
る
考
え
が
、
フ
ン
ケ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
の
機
能
よ
り
も
、
さ
ら
に
多
く
非
難
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
ま
で
押
し
や
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
例
の
概
念
特
殊
化
の
理
論
を
顧
慮
し
な
い
以
上
、
そ
し
て
ま
た
到
対
の
自
己
批
判
の
概
念
範
障
の
取
消
に
関
す
る
部
分
を
認
め
、
か
っ
到
対
の

F

造
句
法
d

の
有
効
性
を
認
め
る
時
そ
れ
は
致
し
方
の
な
い
こ
と
な
の
だ
。

た
だ
こ
の
意
味
で
の
F

詞
品
d
論
は
、
必
ら
ず
し
も
F

三
品
d

に
止
ま
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
は
E

互
ロ
ロa



以
下
の
g
ロ
w

を
さ
ら
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
第
四
のE
巳
酬
を
さ
ら
に
分
類
す
べ
き
形
態
上
そ
の
他
の
特
徴
が
示
さ
れ
な
い
か
ら
無
意
味
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
い
っ
て
い
る
〈
本
稿
第
三
節
参
看
）
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
フ
ン
ケ
の
行
っ
て
い
る
の
と
は
全
然
別
の
意
味
で
異
を
唱
え
る
可
能
性
が
あ
る
も

の
と
思
う
。
Z
H
叶
E
q

に
F

－
一
木
品
d

な
る
術
語
を
与
え
た
主
力
は
、
そ
れ
が
ゴ
ニ
品a
よ
り
、
グ
首
品
ヘ
グ
次
品a
に
配
し
て
よ
り
適
当
で
あ
る
理
由
を
掲
げ

ば
す
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
に
い
わ
ゆ
る
P

四
品
ヘ
F

五
品
d
S
己
主
日
出
R
u
－
－
円
山
口M
g
q
）
の
な
い
以
上
ゴ
二
品
d
は
当
然
F

末
品
a
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
考
え
る
に
こ
れ
は
、
F

実
詞
d

の
み
が
F

分
品
d

さ
れ
る
と
し
た
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
我
々

は
、
到
対
のP
造
句
法
d
か
ら
完
全
に
取
り
消
さ
れ
る
の
は
、
そ
のF
詞
類
d

に
関
す
る
条
項
で
あ
っ
て
、
他
は
、
到
対
の
自
己
批
判
を
採
ら
な
い
で
、
改
め

て
そ
の
有
効
性
を
認
め
よ
う
と
い
う
提
唱
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
理
由
に
よ
れ
ば
、

2
二
品d
は
必
ら
ず
し
も
F

末
品
d
た
る
必
要
も
な
い
し
、
我
々
は
さ
ら
に

多
く
の
F

分
品
d
を
お
こ
な
う
こ
と
の
妥
当
性
す
ら
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

主
力
・
中
国
語
法
理
論
上
冊
新
版
自
序
P
U
。

品
叔
湘
；
失
干
双
語
詞
類
的
一
比
一
一
原
則
性
問
題
（
〈
中
国
語
文
〉
一
九
五
四
年
九
、
十
月
）

文
練
・
胡
附
；
談
詞
的
分
類
ハ
〈
中
国
語
文
〉
一
九
五
四
年
二
、
三
月ν

ハ
一
九
六
O
年
十
月
U

註
－

註
2
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