
ら
Y
・
ラ
1
ギ
プ
が
か
つ
て
指
摘
し
て
い
た
の
み
で
、
管
見
の
限
り
ま
っ
た
く

他
研
究
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
報
告
で
は
本
寓
本
に
他
史
料
を
併
せ
て
考
察

し
、
同
期
に
お
け
る
死
者
の
街
参
詣
の
在
り
方
、
そ
し
て
死
者
の
街
自
鐙
の
研

究
序
説
と
し
た
い
。

「
地
方
史
・
誌
」
に
み
る
園
民
園
家
イ
ラ
ン

に
お
け
る
中
央
・
地
方
関
係

|
|
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
の
事
例
を
中
心
に
|
|

八
尾
師

誠
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中
東
地
域
の
近
現
代
史
に
と
っ
て
基
本
的
問
題
の
ひ
と
つ
に
園
民
園
家
の
形

成
と
設
展
が
あ
る
。
イ
ラ
ン
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
以
来
、
好

む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
図
民
園
家
へ
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
た
イ
ラ
ン

は
ニ

O
世
紀
初
頭
に
経
験
す
る
「
立
憲
革
命
」
を
機
に
、
明
確
に
園
民
園
家
と

し
て
の
自
己
主
張
を
始
め
る
。
以
後
、
一
貫
し
て
中
央
集
権
化
政
策
が
と
ら

れ
、
園
民
経
済
の
形
成
と
設
展
が
は
か
ら
れ
、
園
家

(
閣
民
〉
統
合
が
推
し
進

め
ら
れ
て
き
た
。
一
九
二
五
年
に
成
立
し
た
パ
フ
ラ
ヴ
ィ

l
王
朝
値
制
下
に
あ

っ
て
も
、
一
九
七
九
年
に
誕
生
し
た
イ
ス
ラ
1
ム
共
和
園
政
権
下
に
あ
っ
て

も
、
こ
の
基
本
的
方
向
性
は
餐
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
は
政
治
的
・
経
済
的
・
社
合
的
・
文
化
的
に
一
定
の

濁
自
性
と
自
立
性
を
保
持
し
て
き
た
イ
ラ
ン
・
ザ
ミ
l
ン
の
各
地
域
が
、
テ
ヘ

ラ
ン
と
い
う
「
中
央
」
に
針
す
る
「
地
方
」
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
、
「
中
央
」

に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
支
配
さ
れ
る
封
象
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
に
生
ま
れ
た
「
中
央
・
地
方
」
関
係
の
諸
相
を
、
「
地
方
史
・
誌
」
を
史

料
(
資
料
〉
に
検
討
す
る
こ
と
が
今
回
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
方
法
的
に
は
、
出

版
朕
況
(
出
版
年
、
出
版
地
、
出
版
主
陸
な
ど
)
や
各
「
地
方
史
・
誌
」
が
ど

の
よ
う
な
範
園
を
「
地
方
」
と
し
て
設
定
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

外
在
的
分
析
と
、
内
容
そ
の
も
の
に
関
わ
る
内
在
的
分
析
が
あ
ろ
う
が
、
今
回

は
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
を
具
僅
的
事
例
と
し
て
、
特
に
外
在
的
分
析
を
中
心

に
橡
備
的
考
察
を
行
な
う
つ
も
り
で
あ
る
。

宋
代
に
お
け
る
洞
廟
と
祉

ー
ー
そ
の
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
と
史
料
の
再
検
討
|
|

松

本
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宋
代
は
祉
や
澗
廟
信
仰
の
歴
史
に
お
い
て
も
大
き
な
鱒
換
貼
と
さ
れ
、
従
来

か
ら
様
々
な
嬰
化
が
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
俸
統
的
な
里
祉
と
は

異
質
と
さ
れ
る
洞
廟
が
、
特
に
江
南
の
地
域
に
お
い
て
族
生
し
、

そ
の
祭
記
組

織
も
新
し
い
タ
イ
プ
の
も
の
が
現
れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代

の
祉
あ
る
い
は
新
し
く
あ
ら
わ
れ
た
洞
廟
信
仰
が
、
ど
の
よ
う
な
組
織
を
備

え
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
停
統
的
な
祉
の

信
仰
と
は
、
ど
の
よ
う
な
鈷
で
異
な
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
具
盤
的
な
イ

メ
ー
ジ
は
錨
か
れ
て
こ
な
い
。

こ
の
時
代
の
史
料
に
お
い
て
、
社
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
針
象
は
様
々

で
あ
り
、
宗
教
的
な
も
の
だ
け
に
限
定
し
て
み
て
も
、
あ
る
い
は
紳
を
柁
っ
た

施
設
で
あ
っ
た
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
祭
柁
活
動
で
あ
っ
た
り
、
祭
犯
に
関
わ
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る
組
織
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
村
位
、
里
社
、
郷
社
と
い
司
た
言
葉
も
、

時
に
は
同
じ
言
葉
が
異
な
っ
た
意
味
で
、
時
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
同
じ
よ

う
な
封
象
に
劃
し
て
用
い
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
、
史
料
の
理
解
を
困
難
に
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
南
宋
の
時
代
を
中
心
に
、
皇
社
、
郷
祉
、
社
日
な
ど
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
る
信
仰
や
伺
廟
の
質
態
、
民
閲
の
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
め
ぐ
る
官

僚
た
ち
の
批
判
な
ど
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
従
来
の
史
料
を
再
検
討
し
な
が

ら
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
黙
を
整
理
し
、
宗
数
史
的
な
観
貼
か
ら
こ
の
時
代
の
第

化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
っ
て
み
た
い
。

北
貌
に
お
け
る

J
巴
義
。
の
設
生
と

そ
の
性
格
に
つ
い
て

佐

藤

水

智

南
北
朝
時
代
の
五
世
紀
後
半
(
北
貌
太
和
年
間
)
以
降
、
都
市
や
村
落
に
お

い
て
邑
曾

・
合
邑

・
邑
義

・
法
義
な
ど
と
自
稽
す
る
在
俗
者
中
心
の
俳
教
信
徒

園
霞
が
、
信
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
結
成
さ
れ
、
理
用
舎
や
造
像
な
ど
の
奉
併
行

事
を
行
っ
た
。
本
報
告
で
は
こ
の
種
の
園
慢
を
俵
り
に
ロ
巴
義
と
徳
田
併
す
る
。

初
期
の
邑
義
は
、
核
に
な
る
こ
乃
至
三
の
姓
を
中
心
に
雑
多
な
姓
の
者
が
加

わ
る
と
い
?
た

「血
縁

・
地
縁
そ
し
て
と
き
に
は
官
職
を
媒
介
と
す
る
関
係
を

基
に
そ
れ
を
併
法
の
縁
で
給
ん
だ
在
俗
信
徒
の
組
織
」
で
、
メ
ン
バ

ー
の
数
に

多
寡
(
十
数
人
J
数
百
人
〉
は
あ
る
が
、
大
多
数
は
官
爵
の
な
い
庶
人
で
あ
っ

た
。
女
性
が
参
加
し
て
い
る
の
も
こ
の
組
織
の
特
徴
で
あ
る
。
邑
義
に
は
長
と

し
て
の
邑
主
、
世
話
役
と
し
て
の
維
那
な
ど
の
役
職
が
あ
っ
て
組
織
運
営
に
蛍

っ
て
い
た
。

従
来
、
在
俗
信
徒
が
寺
院
の
行
事
の
一
端
を
纏
う
こ
と
や
、
或
は
自
宅
そ
の

他
に
僧
侶

・
朋
友
を
招
い
て
資
申
聞
を
催
す
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
引
綴
き
行

わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
邑
義
は
持
績
的
組
織
性
を
有
す
る
結
祉
の
性
格
を
有
す
る

勲
、
ま
た
組
織
の
目
的
に
皇
帝
崇
奔

・
鎮
護
園
家
の
祈
願
を
含
む
黙
で
、
従
来

の
在
俗
者
の
宗
数
活
動
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
乏
し
い
文
献
史
料
に
よ
れ

ば
、
八
閥
資
曾
な
ど
の
例
は
南
朝
に
多
い
。
文
献
史
料
に
比
べ
、
造
像
・
造

塔

・
造
窟
等
の
石
刻
類
は
、
近
年
の
調
査
報
告
や
紹
介
を
加
え
て
、
格
段
に
豊

富
で
正
確
な
史
料
と
し
て
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
擦
れ
ば
、
邑
義
の

例
は
北
朝
に
多
く
南
朝
で
は
皆
無
に
等
し
い
こ
と
、
北
朝
後
期
の
六
世
紀
中
頃

以
降
に
は

E
大
な
邑
義
も
出
現
し
て
、
造
橋

・
造
井
・
道
路
補
修
な
ど
の
地
域

社
曾
の
福
祉
事
業
を
捻
う
ま
で
に
設
展
し
て
い
る
こ
と
が
剣
る
。

今
回
の
報
告
で
は
、
未
だ
明
確
で
な
い
邑
義
の
愛
生
の
事
情
と
そ
の
性
格
に

つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
、
主
に
次
の
三
黙
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

て
邑
義
の
結
成
に
は
北
貌
例
数
激
闘
の
積
極
的
な
一
意
士
山
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
背
景
に
つ
い
て
。

二
、
初
期
の
邑
義
結
成
の
典
型
例
は
、
龍
門
石
窟
古
陽
洞
の
造
営
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

三
、
龍
門
石
窟
の
よ
う
な
造
像
供
養
を
特
徴
と
す
る
北
貌
洛
陽
併
教
は
、
六

世
紀
初
頭
か
ら
華
北
各
地
に
停
播
す
る
が
、
そ
の
受
容
に
つ
い
て
は
各
地

域
に
お
い
て
時
開
差

・
性
格
の
差
異
が
あ
っ
た
。
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