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松

木

泉

呂
a
く
鴎
と
過
去
分
詞
と
の
結
合
し
た
所
謂
葛
r
f
e
c
t
は
現
代
で
は
可
成
り
整
然
と
し
た
意
義
用
法
の
下
で
使
用
さ
れ
、
p
r
e
t
e
r
i
t
e
や
p
r
e
等
n
t

と
の
間
で
意
義
用
法
上
大
き
な
疑
義
を
招
く
様
な
場
合
は
殆
ど
な
い
皇
百
つ
て
よ
い
。
然
し
な
が
ら
僅
力
四
五
百
年
前
の
英
語
に
あ
っ
て
は
p
e
r
・

訂
c
t
は
・
p
r
e
t
e
註
e
や
、
時
に
は
p
r
e
s
e
n
t
と
の
間
に
、
今
日
の
学
校
文
典
に
照
せ
ば
規
則
違
反
で
あ
り
、
破
格
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、

意
義
用
法
上
の
混
同
と
も
言
う
べ
き
現
象
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
う
い
う
現
象
の
一
つ
を
通
し
て
葛
r
訂
c
t
の
流
れ
を
探
っ
て
み
よ

う
と
し
た
。

過
去
の
一
定
時
に
生
起
し
た
動
作
や
状
態
が
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
堅
示
そ
う
と
す
る
場
合
、
ド
イ
ツ
語
で
な
ら
例
え
ば
I
c
h
b
i
n

s
c
h
O
n
d
i
e
g
a
n
指
W
O
C
h
e
k
r
a
n
k
.
と
普
通
p
蒜
S
e
n
t
で
表
わ
す
と
こ
ろ
を
、
現
代
の
標
準
的
な
英
語
で
は
H
h
a
く
e
b
e
e
n
i
ロ
a
l
ニ
h
e

w
e
e
k
.
と
必
ず
p
e
r
訂
c
t
た
以
て
す
る
。
こ
こ
に
p
r
e
t
e
r
i
t
e
を
当
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
p
e
r
f
e
c
t
の
こ
う
し
た
用
法
は
M
O
d
・
E
・
の
初

期
に
贋
に
普
通
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
決
し
て
p
e
ユ
甘
c
t
の
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
こ
れ
と
並
ん
で
極
め
て
し
ば
し
ば
p
r
e
t
e
r
i
t
e

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

S
y
葛
n
C
r
i
s
t
d
i
e
d
O
u
r
e
O
r
d
i
r
w
a
s
e
u
e
-
1
e
s
I
L
a
n
g
-
a
n
d
-
P
i
e
r
s
t
h
e
P
-
O
W
m
a
n
＼
T
h
e
r
e
w
a
s
n
e
く
e
H
a
r
y
C
h
e
r
k
y
n
g
e

P
e
r
許
c
t
の
主
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】
七
〇

i
n
E
甘
g
-
a
n
d
e
t
h
a
n
h
e
i
s
-
B
e
r
n
e
r
s
.
F
r
O
i
s
s
a
r
t
＼
l
m
u
s
t
c
O
n
訂
s
s
I
n
e
扁
r
h
a
d
t
i
に
n
O
W
a
n
y
e
緊
u
S
e
b
u
t
t
h
a
t
象
i
n
・

t
e
r
e
s
t
こ
。
r
d
O
i
n
g
.
i
-
=
。
h
i
m
-
W
y
c
h
e
r
-
e
y
-
P
E
n
D
e
a
l
e
r
＼
T
h
e
。
n
e
W
e
n
t
O
u
t
a
n
d
l
s
a
w
h
i
m
n
。
t
S
i
n
c
e
-
A
・
く
・

G
e
n
認
訂
芦
g
＼
T
h
e
r
e
w
g
n
O
n
e
罫
e
i
t
i
n
E
g
y
p
t
訟
n
c
e
i
t
b
e
c
a
m
e
a
n
a
t
i
O
n
.
-
A
.
く
.
E
g
d
u
s
の
.
N
ミ
l
s
a
w
n
O
t

b
e
t
t
e
r
s
p
O
r
t
t
h
e
s
e
s
e
完
n
y
e
a
r
S
.
d
a
y
.
-
S
h
a
k
.
N
呈
e
n
r
y
く
ー
I
I
.
-
.
N
.
＼
H
w
a
s
ロ
O
t
a
n
g
壱
S
i
ロ
C
e
I
c
a
m
e
t
O
F
r
a
n
c
e

U
n
t
嘗
t
h
i
s
i
ロ
S
t
a
n
t
・
-
H
e
ロ
苛
く
l
く
・
メ
N
加
＼
I
c
a
ロ
t
e
に
y
。
u
S
t
r
a
ロ
g
e
n
e
W
S
t
h
a
t
y
。
u
y
e
t
d
r
e
a
m
e
d
n
O
t
O
f
・
-
M
u
c
h

A
d
O
I
.
柏
.
-
＼
I
d
i
d
n
O
t
S
e
e
h
i
m
s
i
n
c
e
.
I
A
n
t
O
n
y
a
n
d
C
-
e
O
p
a
t
r
a
I
.
"
.
-
＼
l
s
a
w
h
i
m
n
O
t
t
h
e
s
e
m
a
n
y
y
e
a
r
s
-
a
n
d

y
e
t
H
k
n
O
W
ゴ
s
h
e
.
-
C
y
m
b
e
-
i
n
l
く
.
N
.
盈

何
れ
も
過
去
の
あ
る
時
期
に
始
ま
っ
て
現
在
の
瞳
間
ま
で
続
く
動
作
状
態
を
表
わ
し
て
い
て
、
今
日
な
ら
無
論
p
e
r
f
e
c
t
を
当
て
る
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
る
。
一
見
し
て
気
の
付
く
こ
と
は
否
定
文
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
A
ぴ
b
O
t
t
も
こ
れ
に
気
付
い
て
い
て
、
.
.
T
h
e
i
n
d
e
D
n
i
t
e
t
e
ロ
S
e
S
e
e
m
S

t
O
h
a
く
e
罵
2
-
i
a
r
p
r
O
p
r
i
e
t
y
w
h
e
n
w
e
a
r
e
d
e
n
y
i
n
g
t
h
a
t
.
a
n
a
c
t
i
O
n
W
a
S
p
け
且
O
r
m
e
d
a
t
a
n
y
t
i
m
e
w
h
a
t
e
く
の
r
.
.
六
S
h
a
k
.

G
r
a
m
∴
…
聖
薫
)
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
説
明
と
し
て
物
足
り
な
い
。
こ
の
こ
と
は
暫
く
招
き
、
こ
の
時
期
に
こ
れ
ら
二
つ
の
構
文
が
同

時
に
存
在
し
お
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
一
体
こ
う
し
た
継
続
を
示
す
の
に
、
或
い
は
p
e
r
f
の
O
t
に
よ
り
、
或
い
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
を
も
っ
て
す
る
と

言
う
現
象
は
こ
の
時
代
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
叉
両
者
間
に
は
意
義
用
法
上
に
何
ら
か
の
差
異
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。

(
ュ
)

か
つ
て
ド
イ
ツ
の
G
.
C
a
r
O
が
O
.
E
.
か
ら
M
.
E
.
に
か
け
て
p
e
r
f
e
c
t
と
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
関
係
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
継

銃
の
意
味
聖
示
す
の
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
」
を
述
べ
た
粂
り
を
補
足
し
な
が
ら
概
括
し
て
み
る
と
、
〇
・
E
.
で
は
殆
ど
凡
て
の
作
家
に
よ
っ
て

葛
諷
宍
t
と
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
は
意
味
用
法
上
の
相
違
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
M
,
E
,
に
な
つ
て
も
こ
の
情
勢
は
殆
ど
変
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず

(
〇
一
)

更
に
p
胃
S
e
n
t
が
加
わ
る
。
C
h
a
u
c
e
r
か
ら
一
例
を
取
る
と
、
B
u
t
i
n
t
w
O
m
O
n
e
t
h
e
s
y
i
t
y
e
n
O
t
r
e
t
O
u
r
n
e
.
ト
T
r
O
i
F
s
そ
れ
が
M
.

申
末
期
か
ら
呂
風
声
の
初
期
に
か
け
て
罵
r
f
e
c
t
は
次
第
に
p
邑
e
r
i
t
e
を
圧
倒
し
て
行
く
。
(
但
し
こ
の
時
餅
に
は
p
透
e
吾
さ
え
、
丈



献
上
で
は
と
も
か
く
も
実
際
に
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
例
え
ば
〇
p
h
.
G
0
0
d
ヨ
y
-
c
r
d
H
O
W
d
O
e
S
y
O
u
r
h
O
ロ
O
u
r

(

ハ

エ

(

1

)

旨
r
t
h
i
s
m
a
n
y
a
d
a
y
r
l
H
a
m
訂
t
I
I
I
.
一
-
.
害
＼
L
O
I
t
h
e
s
e
m
a
n
y
y
e
a
r
s
d
O
I
s
e
r
<
e
t
h
e
e
∵
1
A
.
く
.
L
u
k
e
F
N
C
)
こ
う
し

て
漸
く
今
日
の
用
法
に
近
す
く
の
で
あ
る
。
即
ち
p
e
r
訂
c
t
と
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
は
後
に
た
っ
て
前
者
が
後
者
を
制
圧
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

を
除
け
ば
並
び
行
わ
れ
て
い
た
間
は
こ
の
両
者
間
に
は
意
味
上
、
使
用
上
に
何
ら
の
区
別
も
認
め
ら
れ
な
い
、
と
言
う
の
が
C
a
r
O
の
見
解
で
あ

る
。そ

こ
で
今
、
.
.
S
i
n
c
e
.
.
と
い
う
語
を
「
め
ど
」
と
し
て
こ
れ
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
S
i
n
c
e
を
取
上
げ
た
理
由
は
、
あ
る
文
が
継
続
の
意

味
を
表
わ
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
に
は
、
c
O
n
t
e
且
に
よ
る
こ
と
は
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
る
が
、
よ
り
端
的
に
、
そ
の
文
中
に
現
在
に
ま
で
達

か
る
時
の
長
さ
聖
示
す
語
句
、
叉
は
s
i
n
c
e
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ
れ
を
一
つ
の
標
識
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
当
な
方
法

で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
s
i
n
c
e
に
は
副
詞
、
援
統
詞
及
び
前
置
詞
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
が
、
〇
・
E
.
で
は
前
置
詞
と
し
て
の
用
法
は

ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
副
詞
と
し
て
の
s
i
n
c
e
は
一
般
に
言
r
O
m
t
h
a
t
t
i
m
e
t
i
l
-
n
O
W
.
言
N
.
E
.
D
.
)
、
接
続
詞
で
は
.
.
昔
O
m
t
h
e

t
i
m
e
t
h
a
t
…
…
t
i
-
】
n
O
W
。
(
N
・
E
・
D
・
)
藍
息
昧
し
、
従
っ
て
主
節
に
は
一
応
p
e
r
訂
c
t
が
予
想
さ
れ
る
。
〇
・
E
・
で
も
S
i
竜
a
n
の
意
味
示

大
差
は
な
く
、
何
れ
も
過
去
の
あ
る
一
点
を
指
し
て
、
そ
こ
に
始
ま
っ
た
動
作
状
態
が
継
続
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
た
。
た
だ
語

原
的
に
s
i
竜
a
n
は
S
甘
(
a
詳
r
)
+
穏
m
(
t
h
a
t
)
で
あ
る
た
め
、
副
詞
、
接
紀
詞
共
に
、
㌔
f
t
e
r
w
a
r
d
s
-
a
f
t
e
r
.
1
の
意
味
を
併
せ
も
つ
て
い

(
5
)

て
継
続
を
表
わ
さ
ぬ
時
も
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
資
料
と
し
て
一
声
E
.
D
.
の
用
例
と
昌
n
ロ
r
a
a
t
が
A
n
g
-
i
a
と
E
n
g
-
i
s
h
e
S
t
u
d
i
e
n
と
に

(
6
)

掲
載
し
た
s
i
n
c
e
に
関
す
る
研
究
の
中
の
お
び
た
だ
し
い
文
例
を
利
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
〇
・
E
・
で
は
今
た
ら
p
e
r
f
e
c
t
を
以
て
す
る
所
を
凡
て
p
r
e
t
e
r
i
t
e
で
表
わ
し
て
い
る
。
s
i
竃
a
n
は
特
に
副
詞
の
場
合
こ
の
機
能
が
よ

(
7
)

く
果
さ
れ
て
い
た
、
と
く
a
n
D
r
a
a
t
は
言
っ
て
い
る
。
然
し
副
詞
s
i
署
a
n
と
共
に
p
e
r
f
e
c
t
が
用
い
ら
れ
て
継
続
堅
示
す
例
は
く
a
n
D
r
a
a
t

(
阜
)

に
も
N
・
E
P
(
S
i
t
h
e
n
の
項
、
A
-
N
)
に
も
遂
に
発
見
出
来
な
か
っ
た
。
次
に
凄
祝
詞
と
し
て
は
、
主
節
が
p
r
e
t
e
r
i
t
e
示
あ
る
時
、
s
i
寛
a
n

は
;
a
f
t
e
r
.
.
を
意
味
し
、
あ
.
る
出
来
事
の
後
に
生
起
し
た
動
作
、
も
し
く
は
そ
の
出
来
事
に
ょ
つ
て
招
来
さ
れ
た
状
態
を
表
わ
す
の
が
普
通
で
あ

P
e
r
f
票
t
の
主
流



一
七
二

ウ
た
が
、
そ
れ
で
も
副
詞
の
場
合
と
同
様
に
経
際
を
示
す
こ
と
も
あ
づ
た
。
望
「
P
D
.
(
S
i
t
h
e
n
-
B
.
-
)
は
明
か
に
継
続
を
示
す
も
の
と
し
て

K
i
n
g
A
-
首
鼠
の
B
畠
t
h
i
u
s
と
B
詳
琵
e
串
O
m
i
-
i
e
s
と
か
ら
各
一
例
を
挙
げ
て
い
る
。
然
し
こ
こ
で
も
主
節
が
罵
r
訂
c
t
で
継
虎
を
示
す
用

例
は
芦
田
D
.
に
も
く
a
n
D
r
B
t
に
も
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
前
述
の
C
a
r
O
の
「
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
p
e
且
宋
t
と
は
全
く
同
様
に
」
用
い
ら

れ
て
い
た
と
い
う
表
現
は
如
何
に
も
両
者
が
完
全
に
共
存
し
て
同
一
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
た
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
事

実
か
ら
考
え
て
、
彼
の
そ
う
い
う
結
論
に
も
拘
ら
・
ず
、
結
局
O
.
E
,
で
は
p
e
r
訂
c
t
が
継
紀
を
示
す
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
恐
ら
く
殆
ど
な

か
っ
た
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
機
能
は
ま
だ
p
r
e
t
e
r
i
打
の
殆
ど
独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
.
か
と
思
う
。

今
、
「
ま
だ
」
と
言
っ
た
。
今
日
の
p
r
e
t
e
r
i
t
e
に
は
p
e
r
f
e
c
t
の
よ
う
に
過
去
の
一
点
に
始
ま
っ
た
動
作
状
態
が
現
在
の
蛭
間
ま
で
説
く
こ

■

と
を
意
味
す
る
よ
う
な
用
法
は
少
数
の
場
合
を
除
い
て
最
早
全
く
失
わ
れ
て
い
る
。
然
し
既
に
失
わ
れ
た
こ
の
機
能
が
O
.
E
,
で
は
生
き
て
働
い

て
い
た
こ
と
は
今
の
場
合
注
目
に
伍
す
る
の
で
あ
る
。
S
w
e
e
t
(
A
.
I
S
.
P
r
i
m
e
r
.
p
.
怠
)
に
よ
れ
ば
〇
.
E
.
の
p
r
e
t
e
r
i
t
e
は
現
在
の
(
-
)

p
r
e
t
e
r
i
t
e
及
び
i
m
p
e
r
訂
c
t
(
N
)
罵
r
訂
c
t
(
∽
)
p
-
u
p
e
r
訂
c
t
の
意
味
を
凡
て
兼
ね
具
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
の
罵
r
訂
c
t
一
項
目
、

′
更
に
細
分
し
て
、
こ
こ
で
言
う
継
続
を
表
わ
す
用
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
か
か
る
用
法
が
一
朝
に
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
と
.
は
思
え
な
い
。

G
O
t
h
i
c
に
怒
っ
て
み
る
と
、
果
し
て
こ
こ
で
も
今
日
の
p
r
e
t
e
r
i
t
e
.
p
e
且
e
c
t
.
官
u
p
e
r
訂
c
t
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
が
勤
め
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で

(
9
)

あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
祖
語
に
お
い
て
も
p
r
e
t
e
r
i
t
e
は
本
源
的
に
こ
の
過
去
と
現
在
と
を
結
合
す
る
p
e
r
訂
c
t
独
自
の
力
を
も
っ
て
い
た
と
推
定
さ

(
1
0
)

れ
て
い
る
。
O
.
E
.
に
お
け
る
p
r
e
訂
r
i
t
e
の
こ
の
用
法
は
こ
こ
に
発
し
、
以
来
延
々
と
、
頗
る
強
固
に
こ
の
性
格
を
鮭
持
し
続
け
て
来
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
結
局
〇
.
E
.
で
は
ま
だ
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
こ
の
性
格
は
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
清
澄
に
現
実
に
働
い
て
い
た
と
解
せ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

M
・
E
・
に
移
る
と
ヾ
副
詞
s
i
号
a
n
は
]
芦
E
・
D
・
で
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
、
欄
r
訂
c
t
入
り
乱
れ
て
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
s
i
苫
a
n
が
s
i
コ
白

と
推
移
す
る
に
及
ん
で
、
声
E
.
D
.
は
M
a
-
O
r
y
の
M
O
r
t
d
.
A
u
r
t
h
u
r
の
E
u
e
r
s
y
n
s
h
e
h
a
t
h
k
e
p
t
e
m
e
a
t
h
i
s
O
W
n
W
芦
と
い

う
一
節
を
東
都
に
挙
げ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
用
例
の
方
が
数
に
お
い
て
は
依
然
多
い
。
く
a
n
D
r
a
a
t
で
は
p
r
e
t
e
r
i
訂
だ
け
し
か



見
ら
れ
な
い
。
然
し
p
e
r
f
①
C
t
は
接
続
詞
s
i
量
a
n
と
共
に
漸
く
今
日
と
同
じ
用
法
が
見
ら
れ
始
め
る
。
何
こ
の
時
期
に
は
s
i
篭
a
n
が
前
置
詞

と
し
て
も
働
き
出
す
が
、
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
共
に
あ
る
時
は
.
.
a
f
t
e
r
.
.
を
意
味
し
て
継
龍
を
表
わ
す
こ
と
は
な
く
、
p
e
r
訂
c
t
と
結
ん
で
継
続
を
表
わ

す
よ
う
に
な
る
の
は
M
.
E
.
の
中
期
で
、
く
a
n
D
r
a
a
t
の
用
例
は
十
四
世
紀
中
葉
の
S
i
こ
e
h
n
M
a
n
d
e
蔓
e
の
t
h
e
華
s
e
y
e
t
h
a
t
i
t
h
a
t
h
e

b
e
n
t
h
e
r
e
s
i
t
h
e
t
h
e
b
e
g
i
n
n
y
n
g
e
O
f
t
h
e
w
O
己
.
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
C
a
r
O
の
言
う
よ
う
に
両
者
間
に
は
継
続
を
表
わ
す
働
き
に
あ

い
て
、
明
際
な
意
味
用
法
上
の
区
別
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
M
,
E
・
を
概
揖
す
れ
ば
p
e
r
f
e
C
t
は
次
第
に
活
況
を
呈
し
て
p
r
e
t
e
r
・

i
t
e
に
迫
り
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
優
位
は
ま
だ
覆
さ
れ
て
い
な
い
。
連
か
遠
き
日
に
胚
胎
し
た
こ
の
性
格
は
依
然
と
し
て
強
く
腫
持

さ
れ
て
い
る
。

M
.
E
.
か
ら
M
巳
.
E
.
に
移
る
と
、
こ
の
時
代
の
初
期
に
副
詞
s
i
n
c
e
は
p
e
r
f
e
c
t
と
結
ん
で
、
用
例
は
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
妄
中
心
に
し
一

時
に
豊
富
さ
を
加
え
る
。
が
他
方
で
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
も
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
。
接
続
詞
s
i
n
c
e
の
情
勢
も
同
じ
で
、
p
e
r
.
f
e
c
t
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e

に
比
べ
て
一
層
一
般
化
し
た
ら
し
く
、
叉
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
共
に
あ
る
時
の
s
i
n
c
e
は
寧
ろ
。
a
{
t
e
r
。
を
意
味
す
る
場
合
の
方
が
多
く
な
り
、
継

続
の
意
味
は
p
e
r
訂
c
t
に
譲
り
渡
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
こ
と
は
前
置
詞
s
i
n
c
e
に
つ
い
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。
即
ち
p
r
e
t
e
r
i
t
e

の
場
合
は
、
あ
る
出
来
事
の
後
に
生
起
し
た
新
た
な
出
来
事
堅
示
す
の
に
用
い
ら
れ
、
継
統
の
意
味
は
M
,
E
・
中
期
以
来
、
殆
ど
一
切
の
場
合
に

p
e
r
f
e
告
が
と
っ
て
代
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
初
期
近
代
英
語
で
は
p
e
r
f
e
c
t
は
全
く
一
般
的
に
な
り
、
p
r
e
t
e
r
i
t
e
は
稀
で
あ
る
。
但
し

S
h
a
訂
S
葛
a
r
e
に
は
ま
だ
見
ら
れ
る
」
と
言
う
C
a
r
O
の
結
論
は
ま
す
妥
当
で
あ
る
。
こ
う
し
て
両
立
し
な
が
ら
も
、
使
用
頻
度
に
お
い
て
p
e
r
・

f
e
c
t
は
遂
に
p
r
e
t
e
r
i
t
e
を
凌
駕
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
考
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
両
者
間
に
は
意
味
上
継
続
を
示
す
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
も
、
た
だ
使
用
頻
度
の
上
だ
け
の
相
違
で
、
そ
れ

以
外
に
は
用
法
上
果
し
て
全
然
相
違
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
両
者
が
そ
の
共
通
部
分
で
あ
る
一
つ
の
機
能
を
果
す

上
に
、
何
甲
年
間
に
亙
っ
て
全
く
同
じ
比
重
で
用
い
ら
れ
て
来
光
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
不
自
然
の
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
必
ず
勢
力
の
対

立
が
あ
り
消
長
が
見
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
用
法
上
、
継
龍
を
表
わ
す
の
に
単
に
焉
済
c
t
が
次
第
に
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
地
位
を
奪
う
に
至
っ
た
と
首

P
瑠
f
票
t
の
主
流



一
七
四

ラ
だ
け
で
な
く
、
確
か
に
、
そ
れ
も
棒
に
p
r
告
e
r
i
t
e
の
側
に
お
い
て
あ
る
推
移
が
あ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
挙
げ
た
p
e
r
訂
t
同
様

に
働
く
′
p
r
e
t
e
r
i
t
e
文
例
中
、
決
し
て
凡
て
と
は
言
わ
ぬ
が
否
定
文
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
置
い
た
。
く
a
n
D
r
a
a
t
も
あ
る
箇
所
で
こ
う
言
っ

て
い
る
0
=
W
h
e
n
W
e
P
ロ
d
t
h
e
s
a
m
e
s
e
n
t
e
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
P
a
s
t
T
e
n
s
e
a
n
d
t
h
e
P
r
e
s
e
n
t
P
e
r
f
e
c
t
こ
h
e
f
O
r
m
e
r
く
e
r
7
0
f
t
e
n

(
1
1
)

i
m
p
-
i
e
s
a
n
e
g
a
t
i
O
n
㌧
.

現
代
英
語
に
お
い
て
p
e
ユ
が
c
t
が
否
定
辞
に
よ
っ
て
否
定
文
と
な
る
時
、
そ
れ
は
一
体
ど
ん
窒
息
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
p
e
r
f
e
c
t

の
意
義
を
分
類
す
る
に
当
っ
て
は
第
一
に
「
完
了
」
と
記
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
問
題
に
し
た
い
の
は
そ
の
「
完
了
」
の
項
に
掲
げ

ら
れ
㍑
例
文
中
に
否
定
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
極
く
あ
り
ふ
.
れ
た
場
合
を
例
に
と
れ
ば
、
l
h
a
く
e
r
e
a
d
i
t
・
は
完
了
の
例
と
し
て
問
題
は

な
い
。
尤
も
こ
れ
も
厳
密
に
は
「
読
む
」
と
い
う
動
作
自
体
の
完
了
た
重
点
を
置
く
p
e
r
訂
c
t
i
く
e
の
場
合
と
、
「
読
ん
だ
か
ら
知
っ
て
い
る
」
と

動
作
の
結
果
に
重
き
を
置
く
r
e
S
u
-
t
a
t
i
く
e
の
場
合
と
あ
る
の
で
あ
る
が
。
然
し
、
H
h
a
く
e
n
。
t
y
e
t
r
e
a
d
i
t
・
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
動

作
の
完
了
で
あ
ろ
う
か
。
h
a
く
e
n
O
t
r
e
a
d
は
「
ま
だ
読
ん
で
い
な
h
L
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
.
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
読
む
と

い
う
動
作
が
ま
だ
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
読
む
と
い
う
動
作
は
実
は
未
「
完
了
」
で
さ
え
も
な
く
ヾ
ま
し
て
や
完
了
と
は
全
然
没
交
渉

の
筈
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
で
あ
る
か
と
言
う
に
、
h
a
く
e
膏
t
r
e
a
d
は
ま
だ
読
む
と
い
う
動
作
が
行
わ
れ
ぬ
ま
ま
の
状
態
が
現
在
の
瞬
間
ま
で

継
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
Y
O
r
h
a
く
e
n
。
t
t
i
e
d
i
t
t
i
g
h
t
e
n
O
u
g
h
‥
i
t
i
s
s
u
r
e
t
。
C
O
m
e
u
n
d
O
n
e

a
g
a
i
n
.
1
S
w
e
e
t
(
N
.
E
.
G
.
沙
N
N
畠
)
で
は
、
し
っ
か
り
縛
る
と
い
う
動
作
は
遂
に
行
わ
れ
ず
じ
ま
い
で
、
こ
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
統
い
て
現
在
・

に
至
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
ま
に
き
つ
と
ほ
ど
け
る
ぞ
と
い
う
の
で
あ
る
。
叉
、
I
h
a
く
e
n
O
t
p
-
a
y
e
d
c
h
e
s
s

t
h
i
s
y
e
a
r
.
I
J
e
s
p
e
r
s
e
n
(
M
,
E
.
G
.
I
d
∴
こ
忘
)
)
で
は
、
今
年
は
ま
だ
c
h
e
s
s
を
す
る
機
会
な
く
現
在
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
、
状
態
に

重
点
を
置
い
た
気
鞄
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
れ
も
完
了
を
示
す
も
の
で
は
な
く
て
、
継
続
的
な
様
相
、
あ
る
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
と

言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
p
e
r
訂
c
t
の
否
定
形
は
時
間
に
長
短
は
あ
つ
て
も
凡
て
継
続
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
多
少
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
は
C
u
r
m
e
で
あ
る
。
「
継
続
を
表
わ
す
場
合
」
と
い
う
項
目
の
所
で
Y



p
e
r
訂
c
t
の
説
明
中
唯
一
つ
の
次
の
様
な
否
定
文
を
挙
げ
て
い
る
謡
h
e
h
a
s
n
J
邑
t
h
e
r
b
e
d
㌢
r
a
w
e
e
k
.
(
S
y
n
t
a
メ
芸
㌶
a
‥
P
r
e
s
e
n
t

`

P
e
r
f
e
c
t
t
O
カ
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
A
c
t
a
s
S
t
i
-
-
(
C
O
ロ
t
i
ロ
u
i
n
g
)
こ
の
p
e
r
f
e
c
t
は
=
訂
r
a
w
e
e
k
と
い
う
副
詞
句
の
故
に
の
み
継
続
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
除
外
し
て
も
優
に
S
h
e
h
a
s
n
ゴ
e
f
t
h
e
r
b
e
d
.
は
病
床
を
離
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
の
牲
態
が
現
在
ま
で
継
続
し
て

い
る
こ
と
、
つ
ま
り
病
臥
中
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
状
態
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
何
と
し
て
も
完
了
と
は
無
縁
で
あ
る
。
叉
、
く
a
コ
D
r
a
a
t
(
i
b
i
d
.

E
.
S
t
.
出
缶
‥
持
.
p
.
u
a
脚
諾
二
)
の
次
の
言
葉
は
多
分
に
こ
の
裏
巽
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
.
.
T
h
e
n
e
g
a
t
i
く
e
ロ
O
t
f
r
e
q
u
e
n
t
肯
d
e
n
i
e
s

t
h
a
t
t
h
e
c
O
n
t
i
ロ
u
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
b
r
O
k
e
n
‥
W
e
h
a
く
e
監
完
n
h
e
r
n
O
r
e
S
t
〔
s
i
n
c
e
w
e
c
a
m
e
〕
-
I
N
a
C
k
W
a
-
t
O
n
.
C
O
m
p
訂
a
t

A
n
g
-
e
r
c
h
.
曇
ハ
m
e
a
n
S
‥
よ
W
e
h
a
く
e
h
a
r
a
s
e
d
h
e
r
a
-
-
a
-
O
n
g
.
.
こ
h
a
完
n
O
t
〔
y
e
t
〕
w
e
t
t
e
d
m
y
-
i
n
e
〔
s
i
n
c
e
w
e
m
e
t
t
?

g
e
t
h
e
r
.
〕
-
i
b
i
d
c
h
.
く
‥
、
、
呂
y
-
i
ロ
e
h
a
s
r
e
m
a
i
n
e
d
d
r
y
.
.
言
〕
内
は
原
文
に
よ
り
筆
者
の
補
足
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
s
i
n
c
e
以
下
の
時

間
堅
示
す
副
詞
句
を
省
い
て
も
佃
且
つ
充
分
に
継
続
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
が
p
e
r
f
e
c
t
的
な
性
格
を
保
有
し
て
い
た
限
り
、
当
然
p
r
e
t
e
r
i
t
e
に
も
通
用
す
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
さ

き
の
ー
s
a
w
h
i
m
n
O
t
t
h
e
s
e
m
a
n
y
y
e
a
r
s
.
と
い
う
台
詞
に
は
B
e
【
a
r
i
O
u
S
が
永
い
年
月
C
-
O
t
e
n
を
見
る
こ
と
な
く
今
に
至
っ
た
、
と

い
う
永
い
年
月
に
対
す
る
回
顧
を
含
め
た
感
概
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
又
、
Y
O
u
S
p
O
k
e
ロ
O
t
W
i
t
h
h
e
r
s
i
n
c
e
叫
に
お
い
て
は
ヾ

G
e
n
t
-
e
m
a
n
が
あ
れ
以
後
現
在
ま
で
C
O
r
d
e
-
i
a
に
目
通
り
せ
ぬ
ま
ま
の
状
態
が
統
い
て
い
る
の
か
否
か
を
K
e
n
t
が
確
め
た
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

こ
の
様
に
p
r
e
t
e
r
i
t
e
が
単
な
る
否
定
辞
の
添
加
に
よ
っ
て
継
続
す
る
状
態
を
表
わ
し
得
る
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
p
e
r
f
e
c
t
が
一
般
化
し
て

も
、
こ
の
p
e
r
i
p
h
r
a
s
t
i
c
f
O
r
m
に
史
に
否
定
辞
を
加
え
て
複
雑
な
形
態
に
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
少
し
で
も
簡
単
な
今
ま
で
の
手
続
に
頼
っ
た

こ
と
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
と
思
う
。
意
義
の
不
分
明
や
混
乱
を
引
起
さ
ぬ
限
り
、
b
r
e
く
i
t
y
を
追
う
こ
と
は
言
語
の
通
則
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
は

現
在
に
お
け
る
事
実
か
ら
、
古
い
場
合
を
推
し
測
っ
た
一
つ
の
推
論
で
あ
る
。
実
際
に
は
p
e
r
f
e
c
t
の
隆
盛
に
引
込
ま
れ
、
更
に
論
理
的
反
省
も

加
わ
っ
て
†
否
定
文
で
も
p
e
r
f
e
c
t
形
式
を
と
る
様
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
が
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
何
且
つ
否
定
文
に

P
e
島
e
c
t
の
主
流



一
七
六

へ
旭
)

お
い
て
一
項
e
t
e
註
e
が
数
多
く
見
ら
れ
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
叉
現
在
に
お
い
て
も
n
e
毒
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
結
び
つ
く
方
が
、
p
e
ユ
訂
c
t
と

組
む
よ
り
も
、
よ
り
.
J
d
i
O
m
a
t
i
c
.
-
で
あ
る
と
い
う
l
e
s
p
e
r
s
e
ロ
(
M
.
E
.
G
.
コ
「
望
-
・
(
吾
の
主
張
は
こ
の
推
論
を
充
分
根
拠
づ
け
る
も
の

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
p
e
且
e
c
t
と
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
の
関
係
を
要
約
す
れ
ば
、
〇
°
E
,
か
ら
M
,
E
.
に
か
け
て
は
継
杭
を
表
わ
す
機
能
は
ま
だ
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の

独
占
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
p
e
且
e
c
t
の
参
与
は
殖
ど
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
M
.
E
.
の
中
頃
か
ら
p
e
r
許
c
t
は
比
較
的
急
速
に
p
r
e
t
e
r
i
訂

の
役
割
を
奪
い
と
っ
て
行
く
。
た
だ
用
法
上
、
否
定
文
だ
け
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
p
r
e
t
e
r
i
t
e
に
任
せ
て
お
い
て
。
こ
の
大
勢
は
M
O
d
.
声
の

初
期
を
絶
頂
と
し
て
、
以
後
p
e
且
e
c
t
に
統
一
さ
れ
て
今
日
に
寧
つ
て
い
る
。

過
去
と
現
在
を
結
び
つ
け
、
そ
こ
に
継
続
の
様
相
堅
ボ
す
と
い
う
機
能
を
p
e
r
訂
c
t
に
譲
っ
て
、
こ
こ
に
p
r
e
t
の
↓
i
t
e
は
ゲ
ル
マ
ン
祖
語
以
来

伝
え
来
っ
た
曽
て
の
p
e
r
f
e
c
t
的
性
格
の
中
の
最
後
の
部
分
を
喪
失
し
て
、
全
く
現
在
時
と
の
縁
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
p
r
e
t
e
r
i
t
e

か
ら
か
く
も
強
固
な
性
格
を
奪
い
と
っ
た
p
e
r
訂
c
t
で
あ
る
以
上
、
罵
r
f
e
c
t
に
は
そ
れ
を
こ
な
す
だ
け
の
素
地
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈

で
あ
る
し
、
そ
う
い
う
土
台
が
簡
単
に
出
来
上
る
て
い
の
も
の
で
な
い
こ
と
も
疑
い
な
い
。
ど
う
し
て
も
本
来
p
e
r
f
e
c
t
に
具
わ
っ
て
い
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
確
か
に
p
e
且
e
c
t
に
は
古
く
か
ら
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
同
化
し
て
、
自
ら
に
お
い
で
生
身
発
展
し
て

行
く
に
足
る
力
を
内
に
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
p
e
r
f
e
c
t
の
も
と
で
あ
る
、
例
え
ば
i
～
h
0
0
b
b
e
甘
n
(
"
訝
れ
恥
e
訂
n
g
e
n
n
e
.
の
様
な
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
文
字
通
り
I
h
a
強
の

t
h
e
訝
h
(
a
s
)
c
a
u
g
h
t
.
で
あ
り
、
捕
え
た
魚
を
現
に
所
有
し
て
い
る
と
い
う
状
態
に
外
な
ら
な
い
。
意
味
の
前
面
に
押
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は

動
作
の
完
了
で
は
な
く
、
正
に
一
つ
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
p
e
r
f
e
c
t
が
発
生
当
初
に
は
現
在
時
に
お
け
る
状
態
堅
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注

意
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
状
態
堅
示
す
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
、
そ
こ
に
多
少
と
も
過
去
的
な
に
お
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
れ
は
実
は
h
a
く
e
の
何
ら
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
目
的
語
訝
巾
を
修
飾
し
て
い
る
過
去
分
詞
甘
f
a
点
e
n
e
の
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、



こ
の
過
去
分
詞
が
次
第
に
h
a
く
e
と
固
く
結
合
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
過
去
の
朝
念
を
導
入
し
、
や
が
て
全
き
p
e
r
f
e
c
t
的
な
性
格
を
完
成
さ
せ
る

(u)

の
で
あ
る
が
、
過
去
の
観
念
が
明
確
に
現
れ
た
時
、
継
続
的
な
意
義
を
も
つ
動
詞
が
こ
の
複
合
形
態
に
参
画
す
る
と
、
そ
の
動
作
が
過
去
よ
り
継
続

し
て
現
在
時
に
お
い
て
何
そ
の
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
得
た
の
で
あ
る
。
p
e
r
訂
c
t
が
継
続
を
示
す
の
は
こ
こ
に
始
ま
る
訳
で
あ

る
。
元
来
、
p
e
r
f
e
c
t
の
初
瀬
的
形
態
の
本
質
上
、
過
去
分
詞
は
必
然
的
に
他
動
詞
の
そ
れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
N
・
E
・
D
・

へ
〓
)

や
他
の
盲
文
例
に
見
ら
れ
る
動
詞
が
凡
て
皇
ロ
つ
て
よ
い
程
、
障
間
的
な
意
義
を
も
つ
動
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
動
詞
と
望
苧
え
、
そ
の
凡
て
が

最
初
か
ら
か
か
る
形
態
を
取
。
得
た
の
で
は
た
く
、
寒
一
蒜
間
性
動
詞
が
、
そ
し
て
次
に
、
過
去
意
識
の
明
確
化
と
共
に
継
続
性
動
詞
が
用
い
ら
れ

た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
純
粋
に
現
在
時
の
状
態
し
か
示
さ
ぬ
発
生
当
初
の
形
態
に
お
い
て
継
続
性
動
詞
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
状
態
を
表
わ
す
と
い
う
点
で
重
按
を
来
す
以
外
に
全
く
無
意
味
で
あ
り
、
も
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
僅
か

に
そ
の
継
続
性
状
態
を
強
調
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
今
一
つ
の
根
拠
が
あ
る
。
自
動
詞
は
目
的
語
を
と

ら
ぬ
と
い
う
性
質
上
(
勿
論
正
確
に
は
、
目
的
語
を
取
ら
な
く
て
よ
い
動
詞
、
叉
は
取
ら
ぬ
場
合
に
そ
の
動
詞
を
自
動
詞
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
)
、

原
始
形
態
に
お
い
て
は
之
に
参
与
す
べ
く
も
な
か
つ
た
が
、
h
a
完
と
過
去
分
詞
と
が
緊
密
に
結
合
し
て
一
こ
の
動
詞
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る

に
従
っ
て
、
M
・
E
.
の
初
期
以
来
自
動
詞
も
こ
れ
に
参
加
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
C
u
r
m
e
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
畢
す
継
続
的
な
意
味
を
も
つ
自

動
詞
が
他
動
詞
の
例
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
。
(
D
u
r
a
t
i
く
e
i
n
t
r
a
n
s
i
t
i
く
e
S
f
O
ロ
O
W
e
d
t
h
e
a
n
a
H
O
g
y
O
=
r
a
ロ
S
i
t
i
く
e
S
・
-
S
y
n
t
a
パ
p
・
∽
留
)
「
倣

っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
p
e
r
f
e
c
t
が
ま
だ
現
在
時
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
継

続
性
自
動
詞
自
体
が
こ
の
形
態
を
と
る
こ
と
は
(
上
と
同
じ
理
由
か
ら
)
無
意
味
で
あ
り
無
用
で
あ
っ
た
か
ら
、
類
推
に
よ
っ
た
に
し
て
も
兎
も
角

も
こ
の
形
態
を
と
る
様
に
な
っ
た
こ
と
は
既
に
p
e
且
e
c
t
に
は
っ
き
り
と
過
去
の
観
念
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は

他
動
詞
ま
で
も
継
続
性
動
詞
は
遅
く
と
も
そ
の
頃
ま
で
に
は
実
際
上
用
い
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
い
た
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て
結
局

p
e
r
f
e
c
t
は
発
生
当
初
は
動
作
の
完
了
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
現
在
の
状
態
を
表
わ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
に
p
r
e
t
e
r
i
t
e

の
p
e
r
f
e
c
t
的
機
能
を
吸
収
す
る
素
地
と
な
っ
て
、
や
が
て
其
の
p
e
r
訂
c
t
と
し
て
過
去
と
現
在
を
結
合
す
る
性
格
を
帯
び
る
や
否
や
継
続
性
動
詞

P
e
r
f
e
c
t
の
主
流



一
七
八

(
1
5
)

と
井
に
継
続
型
示
す
に
至
り
・
ま
た
所
謂
進
行
形
が
確
立
す
る
や
い
ち
早
く
こ
れ
と
結
合
し
て
、
新
に
瞬
間
性
動
詞
に
お
い
て
も
継
続
(
厳
密
l
に
は

反
覆
で
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
多
数
の
点
の
連
続
が
限
竺
本
の
線
と
映
・
ず
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
継
続
の
中
に
含
め
吾

を
表
わ
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
p
e
ユ
が
c
t
は
そ
の
表
わ
す
と
こ
ろ
「
現
在
の
状
態
」
か
ら
「
過
苧
現
在
に
亙
る
状
態
」
へ

の
方
向
に
拡
大
進
展
し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

才
訃
c
t
は
発
達
途
上
、
そ
の
機
能
の
両
で
、
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
に
様
々
の
分
化
が
あ
っ
た
が
、
過
去
と
現
在
と
を
緊
密
に
結
び
つ
け
て
、

そ
の
間
に
横
わ
る
継
続
的
状
態
堅
示
す
機
能
は
発
生
以
来
の
流
れ
を
受
け
つ
い
で
、
歴
史
を
貫
い
て
来
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
機
能
を

p
e
且
e
c
t
の
主
流
と
名
づ
け
て
み
た
ま
で
で
あ
る
。

註
(
1
)
G
.
C
a
r
O
‥
Z
害
-
e
h
r
e
苫
ヨ
a
H
t
e
邑
i
邑
e
n
琶
訂
c
t
u
m
ニ
ー
T
e
i
H
-
∽
(
A
邑
i
a
彗
l
l
l
)
及
び
D
a
s
e
邑
i
邑
e
p
e
r
訂
c
t
u
B
。
n
d
p
r
a
?

t
e
r
i
t
u
ヨ
i
n
i
h
r
e
m
く
e
r
h
巴
t
n
i
s
N
亡
e
i
n
a
n
d
e
r
h
i
s
t
O
r
i
s
c
h
5
t
e
r
S
u
C
h
t
(
A
n
g
-
i
a
)
只
-
)

(
2
)
尤
も
C
h
き
C
e
r
が
こ
う
ゆ
う
意
味
を
表
わ
す
場
合
に
p
r
e
冨
t
ば
か
り
用
い
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。
G
r
巴
(
D
i
e
P
r
詳
n
t
i
s
c
h
e
n
T
e
m
p
O
r
a

蔓
C
h
a
u
c
e
r
,
A
n
g
l
i
a
誓
p
.
軍
A
n
ヨ
e
r
F
n
g
)
は
次
の
よ
う
に
言
ら
て
い
る
。
H
O
‖
h
i
s
t
e
i
n
E
-
a
u
s
冒
n
e
h
m
e
n
・
S
O
ご
e
s
n
茅
m
・

l
i
c
h
b
e
s
O
n
d
e
r
S
b
e
t
O
n
t
W
e
r
d
e
n
.
d
p
¢
S
e
i
n
e
a
n
玖
c
h
d
e
↓
鳶
で
撃
n
習
n
h
e
l
l
a
点
e
h
g
g
e
h
a
邑
呂
g
a
象
*
a
u
欝
l
i
g
e
r
w
e
i
～
e
n
寓
h

b
i
s
i
n
d
i
e
g
e
g
e
n
w
a
r
t
h
i
n
e
i
n
r
e
i
c
h
㌣
(
*
G
r
巴
の
原
文
に
は
な
い
が
脱
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
)
つ
ま
り
強
調
さ
れ
た
場
合
に
は
常

に
p
r
e
綜
n
t
が
用
い
ら
れ
た
と
嘗
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
癖
を
表
わ
す
の
は
や
は
り
p
"
r
訂
c
t
が
普
通
で
あ
っ
た
。

(
3
)
A
b
官
話
(
S
h
a
k
,
G
r
a
m
・
芸
-
の
)
は
こ
れ
を
苗
m
p
r
己
e
m
旦
雪
な
ど
の
∴
E
n
i
d
i
呂
に
表
す
み
も
の
と
な
し
、
同
時
に
、
動
作
が
現

在
ま
で
継
続
し
て
い
る
以
上
、
話
者
は
動
作
の
現
在
性
に
重
点
を
置
い
て
動
詞
を
選
び
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
継
続
の
面
は
副
詞
句
に
任
せ
て
省
み
な

い
と
説
き
・
J
e
s
p
e
r
仇
e
n
(
M
.
E
.
G
」
く
サ
ツ
(
N
)
)
は
人
の
腫
香
草
問
う
隙
に
は
当
恭
規
準
か
関
心
の
的
に
な
る
か
ら
p
r
。
S
e
n
t
を
用
い
、
J
f
t
。
r

t
h
O
u
g
h
t
=
に
よ
っ
て
附
加
さ
れ
た
語
句
が
・
ニ
邑
u
s
…
く
e
I
i
m
e
=
)
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
と
や
や
立
入
っ
た
説
明
を
与
え
て
い
る
。



(
4
)
W
y
c
-
i
-
訳
で
は
r
s
O
旨
署
習
e
r
i
s
買
u
e
t
h
e
e
.
甘
琶
S
e
n
(
芦
E
.
G
.
I
く
写
(
-
)
)
は
こ
れ
を
.
岳
e
d
i
r
e
c
ニ
m
i
t
a
t
i
。
n
。
ご
h
e

f
O
r
e
i
叫
ロ
(
=
G
r
e
e
k
)
i
d
i
O
白
。
と
見
、
T
r
n
k
a
(
O
n
t
h
e
S
y
n
t
a
x
O
=
h
e
討
ロ
g
-
i
s
h
く
e
r
b
昔
O
m
C
a
浩
O
n
t
O
D
r
y
d
e
n
,
p
.
-
①
註
)
は
L
a
t
i
n

玖
直
訳
だ
と
し
て
い
る
。
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
の
場
合
と
考
え
併
せ
て
再
検
討
を
要
す
る
。

(
5
)
C
誉
S
w
e
e
t
‥
S
t
u
d
e
n
t
D
i
c
t
.
O
f
A
.
S
・
S
i
苫
a
n
こ
・
a
d
く
・
a
詳
r
w
a
r
d
s
,
S
i
n
c
e
云
・
C
j
・
a
詳
r
,
S
i
n
c
e

(
6
、
)
P
.
句
i
j
n
く
a
n
D
r
a
a
t
‥
T
h
e
A
d
く
e
r
b
S
i
n
c
e
(
A
n
g
-
i
a
8
8
火
H
H
H
)
"
T
h
の
L
O
S
S
O
=
h
け
P
r
e
P
8
g
2
∴
n
t
h
e
M
O
d
e
r
.
n
E
n
g
-
i
s
h
く
e
r
b
a
n
d

、
汐
m
e
O
〓
t
s
C
O
n
S
e
q
u
e
n
e
C
S
こ
I
.
T
h
巾
C
O
n
j
u
n
c
t
i
O
n
S
i
n
c
e
(
E
n
g
-
i
s
h
S
t
.
監
紀
)
い
T
h
e
P
r
e
葛
S
i
t
i
O
n
S
i
n
c
e
(
A
n
誓
a
8
㍍
拭
く
)

(
7
)
i
b
i
d
.
A
n
竪
a
8
国
だ
l
1
-
p
.
-
畠
声

(
8
)
S
i
¥
a
n
打
始
ま
る
従
属
節
は
そ
の
意
味
か
ら
当
然
p
r
e
t
e
r
i
t
e
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
p
e
r
訂
c
t
を
あ
て
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
十
七
世
紀
末

頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

(
9
)
c
f
.
J
.
W
r
i
g
h
t
‥
G
r
a
m
.
象
t
h
e
G
O
t
h
i
c
L
a
n
g
.
御
念
N

(
1
0
)
C
f
.
G
.
O
.
C
u
r
m
e
‥
S
y
n
什
a
8
秒
等
∽

(
1
1
)
i
b
i
d
.
A
n
g
l
i
a
8
8
8
H
I
-
p
.
-
ロ

(
1
2
)
C
a
r
O
(
i
b
i
d
.
A
n
g
】
i
p
)
〇
ご
)
は
p
e
r
訂
c
t
の
現
在
に
お
け
る
用
法
を
七
つ
に
分
類
、
そ
の
一
々
に
つ
い
て
歴
史
的
に
p
e
r
訂
H
t
と
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
の

用
例
を
対
照
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
a
署
a
y
s
-
〇
才
e
n
.
s
O
ヨ
e
t
i
m
e
s
,
∽
0
-
d
O
m
.
e
く
e
r
-
n
e
く
e
r
の
様
な
副
詞
と
伴
う
こ
と
の
あ
る
場
合
と
見
る

に
、
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
全
用
例
十
八
は
e
く
e
r
と
n
e
く
e
r
を
含
む
二
種
し
か
な
く
、
申
十
五
例
は
n
e
く
e
r
を
含
ん
で
い
る
。
同
機
な
こ
と
は
J
e
s
p
e
r
s
e
誅
に

も
見
ら
れ
る
。
M
象
.
E
.
の
初
期
に
は
p
r
e
t
e
r
i
t
e
と
p
e
r
f
e
c
t
と
の
間
に
は
厳
密
な
区
別
な
し
と
す
る
箇
所
(
M
.
E
.
G
.
H
く
笠
忘
)
)
に
挙
げ

た
二
例
が
否
定
文
。
又
a
冨
a
y
s
、
e
く
e
r
-
n
e
く
e
r
と
共
に
p
r
e
t
e
r
i
t
e
の
来
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
箇
所
(
i
b
i
d
.
雲
・
(
豊
に
挙
げ
た
二
例
が
n
e
く
e
r

だ
け
。

(
1
3
)
D
2
t
S
C
h
b
e
i
n
(
官
印
詞
賢
e
i
-
u
n
g
d
e
r
A
k
t
i
O
n
S
・
a
r
t
e
n
-
E
.
S
t
.
巴
箪
p
.
雪
男
の
所
謂
I
m
p
e
r
訂
c
t
i
v
(
乃
至
は
C
O
n
江
n
u
a
t
i
く
)
の
動
詞
。

(
1
4
)
D
e
u
t
s
c
h
b
e
i
n
(
i
b
i
d
)
の
所
謂
P
e
r
訂
c
t
i
く
の
動
詞
。

P
e
r
訂
c
t
の
主
流



一
八
〇

(
蕪
)
納
涼
的
様
相
を
p
e
r
訂
c
t
に
お
い
て
顕
現
せ
ん
と
し
た
意
慾
は
英
語
特
有
の
所
謂
進
行
形
の
発
生
進
展
に
も
決
し
て
無
関
係
で
あ
つ
か
と
は
思
わ
れ
な

い
。
進
行
形
が
種
々
の
名
称
で
呼
ば
れ
、
そ
の
用
法
が
多
岐
に
亙
る
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
的
な
棟
髄
が
動
作
の
継
続
的
様
相
を
表
わ
さ
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。


