
ple w
ords

）
を
発
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
も
っ
と
時
間
が
ほ
し
い
の
だ
。」
そ

れ
が
、
私
の
余
計
な
お
世
話
に
対
す
る
彼
の
返
事
で
し
た
。

　

一
九
三
一
年
一
〇
月
四
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
生
ま
れ
、「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
知

識
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
々

─
左
翼
的
立
場
に
い
な
が
ら
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に

共
産
党
と
決
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
ん
だ
人
た
ち

─
の
間
で
育
ち
、「
ま

と
も
な
人
々
は
み
な
、
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
で
な
く
て
も
少
な
く
と
も
社
会
主
義
者

だ
」
と
少
年
期
に
悟
り
、
ジ
ュ
ニ
ア
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
二
年
次
を
終
え
た
年
に
シ

編
訳
者
ま
え
が
き

　

ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
は
も
と
よ
り
多
言
語
に
優
れ
、
多
様
な
文
献
を
渉
猟
し
な
が
ら
プ
リ

ン
ス
ト
ン
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
教
授
を
務
め
、
あ
る
と
き
は
「
プ
ラ
ク
シ
ス
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
一
員
と
し

て
ド
ゥ
ブ
ロ
ブ
ニ
ク
に
、
あ
る
と
き
は
ベ
ル
リ
ン
高
等
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
、
あ
る
と
き
は
オ
リ
バ
ー
・
ス
ミ
テ
ィ
ー

ズ
講
義
の
た
め
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は
東
西
哲
学
者
地
域
会
議
で
の
講
演
の
た
め
イ
ン
ド
の
マ
ウ
ン
ト
・
ア
ブ
に
と
、

三
度
の
来
日
を
挟
ん
で
地
球
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
姿
を
現
し
て
は
自
ら
の
見
解
を
語
り
続
け
ま
し
た
。「
一
二
歳
で
、
人
生
の
目
的

と
は
、
社
会
的
不
正
義
と
戦
っ
て
暮
ら
す
こ
と
だ
と
知
っ
た
」（
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
「
ト
ロ
ツ
キ
ー
と
野
生
の
蘭
」
よ
り
）
と
言
う
ロ
ー
テ
ィ

は
、
社
会
民
主
主
義
支
持
の
立
場
を
鮮
明
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
以
上
に
な
い
で
あ
ろ
う
歴
史
主
義
と
い
う
意
味
で
の
超0

歴
史
主
義
的
立
ち

位
置
か
ら
、
そ
の
発
言
と
行
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
徹
底
し
た
歴
史
主
義
者
だ
か
ら
こ
そ
の
、
今
こ
こ
で
と
い
う
絶
対
主
義

的
振
る
舞
い
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
意
味
で
、
平
準
化
的
相
対
主
義
の
傍
観
者
的
姿
勢
と
は
無
縁
な
人
で
し
た
。

　

か
つ
て
ロ
ー
テ
ィ
が
大
学
を
辞
め
た
い
と
い
う
の
を
止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
私
は
も
っ
と
パ
ー
プ
ル
ワ
ー
ズ
（pur-
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カ
ゴ
大
学
（
ハ
チ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
）
に
入
学
し
た
早
熟
な
若
者
は
、
ま
だ
ま
だ
言
い
足
り
な
か
っ
た
「
紫
の
言
葉
」
を
お
そ
ら
く
は
山

ほ
ど
残
し
て
、
二
〇
〇
七
年
六
月
八
日
に
七
五
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

　

本
書
は
、
一
七
歳
で
大
学
を
卒
業
し
た
生
意
気
で
心
優
し
い
ア
メ
リ
カ
の
青
年
が
、
人
生
の
後
半
に
残
し
た
と
び
き
り
の
「
紫
の
言

葉
」
を
、
聞
き
分
け
の
な
い
サ
ポ
ー
タ
ー
の
一
人
が
集
め
て
日
本
語
に
し
た
も
の
で
す
。

　

イ
ェ
ー
ル
大
学
で
博
士
号
を
取
得
し
た
あ
と
、
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
（
一
九
五
八
～
一
九
六
一
年
）
を
経
て
二
九
歳
で
プ
リ
ン

ス
ト
ン
大
学
に
招
聘
さ
れ
た
ロ
ー
テ
ィ
が
、
は
じ
め
そ
の
大
学
で
講
じ
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、
特
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
哲
学
で
し
た
。
依
頼
し
た
の
は
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
西
洋
古
代
哲
学
史
家
の
一
人
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
。
こ
れ

だ
け
で
も
、
ロ
ー
テ
ィ
の
古
典
へ
の
造
詣
の
深
さ
を
推
し
量
る
に
は
十
分
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
に
提
出
し
た
彼
の
六

〇
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
博
士
学
位
論
文
「
可
能
態
の
概
念
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
第
九
巻
の
デ
ュ
ナ
ミ
ス
の
説
明
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
可
能
態
・
現
実
態
の
区
別
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
否
定
的
扱
い
、
仮
定
法
的
条
件
法
と
法
則
性
に
関
す
る
カ
ル
ナ
ッ
プ

と
グ
ッ
ド
マ
ン
の
扱
い
を
論
じ
る
も
の
で
し
た
。

　

し
か
し
、
ロ
ー
テ
ィ
は
古
代
哲
学
史
家
の
道
を
歩
み
続
け
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
す
で
に
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
時
代
に
フ
ッ
サ
ー

ル
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
に
関
す
る
講
義
を
開
始
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
分
析
哲
学
の
あ
る
種
の
重
要
性
を
そ
れ
以

前
か
ら
強
く
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
学
生
時
代
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
は
「
ウ
ィ
ー
ン
学
団
」
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ル
ー
ド
ル

フ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
で
は
「
ベ
ル
リ
ン
学
派
」
の
一
員
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ヘ
ン
ペ
ル
に
出
会
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
、
分
析
哲
学
に
関
す
る
重
要
論
文
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
言
語
」（
一
九
六
一

年
）、「
主
観
主
義
の
原
理
と
言
語
論
的
転
回
」（
一
九
六
三
年
）、「
心
身
同
一
性
・
私
秘
性
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
」（
一
九
六
五
年
）
を
次
々
と
発

表
、
一
九
六
七
年
に
は
言
語
論
的
哲
学
の
重
要
文
献
を
集
め
て
長
文
の
「
序
文
」
を
付
し
た
『
言
語
論
的
転
回
』
を
刊
行
し
ま
す
。

　

そ
の
『
言
語
論
的
転
回
』
序
文
の
末
尾
近
く
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
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過
去
三
〇
年
間
に
哲
学
に
起
こ
っ
た
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
言
語
論
的
転
回
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

以
来
哲
学
者
を
悩
ま
せ
て
き
た
あ
る
認
識
論
的
問
題
の
徹
底
的
な
考
え
直
し
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。〔
…
…
〕
も
し
伝
統
的
な

知
識
の
「
観
衆
」
説
が
覆
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
知
識
説
は
、
哲
学
〔
…
…
〕
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
考
え
方

の
変
更
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。

デ
ュ
ー
イ
の
進
め
た
「
知
識
の
観
衆
説
」
批
判
を
言
語
論
的
哲
学
す
な
わ
ち
分
析
哲
学
の
現
状
に
重
ね
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
サ
ル

ト
ル
や
ガ
ー
ダ
マ
ー
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
大
陸
哲
学
」
の
論
点
と
つ
な
い
で
「
自
然
の
鏡
」
的
人
間
観
を
全
面
的
に
批
判
し
よ
う
と
す
る
彼

の
方
向
性
の
一
端
が
、
こ
こ
に
明
確
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
一
二
年
後
、
そ
の
批
判
的
考
察
の
結
果
と
し
て
世
に
現
れ
た
の
が
、『
哲
学
と

自
然
の
鏡
』（
一
九
七
九
年
）
で
し
た
（
こ
の
本
は
、
英
文
原
典
ば
か
り
で
な
く
、
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
や

ス
ペ
イ
ン
語
や
日
本
語
や
中
国
語
や
韓
国
語
を
は
じ
め
、
非
常
に
多
く
の
言
語
で
今
日
読
ま
れ
て
い
ま
す
）。

　

そ
れ
自
身
で
定
ま
っ
て
い
る
な
に
か
と
い
う
「
自
然
」
の
原
義
に
戻
り
、
人
間
の
意
思
と
は
関
わ
り
な
く
定
ま
っ
た
真
理
を
鏡
の
よ
う

に
あ
る
が
ま
ま
に
映
す
よ
う
努
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
使
命
の
捉
え
方
の
、
利
と
害
と
を
勘
案
し
、
い

ま
や
そ
う
し
た
人
間
観
と
決
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ロ
ー
テ
ィ
の
主
張
は
、
そ
の
主
張
自
体
の
歴
史
性
の
自
覚
と
あ
い
ま
っ
て
、
全
面

的
な
人
間
観
の
変
更
を
私
た
ち
に
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
。
当
然
な
が
ら
、『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
は
、
多
く
の
論
議
を
呼
ぶ
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

ロ
ー
テ
ィ
は
も
と
よ
り
哲
学
者
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
の
出
版
か
ら
数
年
を
経
て
、
彼
は
哲
学
科
に

は
所
属
し
な
く
な
り
ま
す
。
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
、
彼
は
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
「
人
文
学
大
学
教
授
」（U

niversity Pro-

fessor of the H
um

anities

）
を
務
め
ま
す
。
こ
れ
は
哲
学
科
に
属
す
る
ポ
ス
ト
で
は
な
く
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
の
英
文
科
主
任
、
Ｅ
・
Ｄ
・

ハ
ー
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
彼
の
た
め
に
特
例
的
に
設
け
た
、
ど
こ
の
部
局
に
も
属
さ
な
い
ポ
ス
ト
で
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
七
年
間
、

ロ
ー
テ
ィ
は
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
比
較
文
学
の
教
授
を
務
め
て
い
ま
す
。
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ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
の
一
流
の
研
究
大
学
の
た
い
て
い
の
哲
学
科
は
、「
大
陸
哲
学
」
を
「
お
ま
け
」
と
見
な
し
、
学
部

生
の
低
級
な
趣
味
に
迎
合
す
る
た
め
に
だ
け
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ん
で
」
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
と
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
の
ポ
ス
ト
は
、
ロ
ー
テ
ィ
が
学
生
と
と
も
に
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
デ
リ
ダ
を
心
置
き
な
く
読
み
通
す
こ
と
を
可
能
に

し
ま
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
ロ
ー
テ
ィ
は
、
亡
く
な
る
直
前
に
書
い
た
「
知
的
自
伝
」（
本
書
第
7
章
）
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

バ
ー
ジ
ニ
ア
に
移
っ
た
あ
と
、
私
は
二
つ
の
進
路
で
仕
事
を
し
た
。
私
は
相
変
わ
ら
ず
分
析
哲
学
者
の
間
で
の
論
争
に
参
加
し
た

─
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、（
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
や
デ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
）
私
が
絶
賛
す
る
人
々
を
批
判
者
か
ら
守
る
と
い
う
形
を

と
っ
た
。
そ
し
て
、
他
方
で
私
は
、
分
析
哲
学
以
外
の
著
者
や
話
題

─
例
え
ば
、
フ
ロ
イ
ト
、
デ
リ
ダ
、
ナ
ボ
コ
フ
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
、
カ
ス
ト
リ
ア
デ
ィ
ス
、
道
徳
教
育
に
お
け
る
小
説
の
役
割
、
社
会
主
義
の
運
命
、
文
化
政
治
と
社
会
経
済
政
治
と
の
関
係

─
に
つ
い
て
、
多
数
の
論
文
を
書
き
始
め
た
。

　

本
書
は
、
そ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
時
代
と
そ
れ
以
降
に
ロ
ー
テ
ィ
が
書
い
た
論
文
の
中
か
ら
、
彼
の
思
想
の
特
徴
を
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で

示
す
も
の
を
六
篇
選
び
、
そ
れ
と
右
の
「
知
的
自
伝
」
と
を
合
わ
せ
て
訳
出
し
た
も
の
で
す
。

　

い
わ
ゆ
る
「
両
手
利
き
」、
す
な
わ
ち
、「
分
析
哲
学
」
に
も
「
大
陸
哲
学
」
に
も
造
詣
の
深
い
ロ
ー
テ
ィ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
縦
横

に
論
じ
る
さ
ま
は
、
そ
れ
ま
で
彼
を
分
析
哲
学
者
の
一
人
と
し
て
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
人
々
（
か
つ
て
の
私
も
そ
の
一
人
で
し

た
）
に
と
っ
て
、
大
き
な
驚
き
で
し
た
。
本
書
の
第
1
章
は
、
ロ
ー
テ
ィ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
論
を
知
る
上
で
の
好
個
の
一
篇
と
し
て
選
択

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
単
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
論
じ
る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
・
言
語
の
物
象
化
」
と
い
う
そ
の
表
題
が
示
す
と
お
り
、
そ
の
論
文
は
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
取
り
上
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げ
、
両
者
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
真
逆
の
地
点
か
ら
歩
み
始
め
、
途
中
で
す
れ
違
っ
て
反
対
の
方
向
へ
行
く
さ
ま
を
描
き
な
が
ら
、
あ
る

べ
き
哲
学
の
姿
を
示
そ
う
と
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
を
構
成
す
る
第
1
章
か
ら
第
6
章
ま
で
の
六
つ
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
、
ロ
ー
テ
ィ
な
ら
で
は
の
広
い
視
圏
の
中

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
へ
と
焦
点
が
絞
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
第
2
章
で
は
合
理
性
と
文
化
的
差
異
が
、
第
3
章
で
は
デ
リ
ダ
を
通
し
て
マ

ル
ク
ス
主
義
が
、
第
4
章
で
は
会
話
哲
学
が
、
第
5
章
で
は
宗
教
が
、
そ
し
て
第
6
章
で
は
ロ
マ
ン
主
義
が
、
同
様
の
仕
方
で
論
じ
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
本
書
最
終
章
と
な
る
の
が
、
先
述
の
、
ロ
ー
テ
ィ
が
亡
く
な
る
前
に
準
備
し
た
「
知
的
自
伝
」
で
す
。

　

い
ず
れ
の
章
も
、
ロ
ー
テ
ィ
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
、
い
か
に
も
彼
ら
し
い
語
り
口
で
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
読
解
の
助
け
と
な
る

よ
う
、
各
章
に
道
案
内
と
し
て
解
題
を
付
け
、
ま
た
、
訳
注
を
で
き
る
だ
け
付
す
こ
と
に
し
ま
し
た
（
訳
注
番
号
は
、
例
え
ば
〔
1
〕
の
よ

う
に
、
注
番
号
を
キ
ッ
コ
ー
で
囲
む
形
で
挿
入
し
て
い
ま
す
）。
解
題
は
、
最
初
の
二
章
に
付
さ
れ
た
も
の
が
少
し
長
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
テ
ィ
の
思
想
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
あ
と
の
各
章
に
つ
い
て

は
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
テ
ィ
の
言
葉
を
実
際
に
見
て
い
た
だ
く
の
が
最
善
か
と
思
い
、
長
々
と
話
を
続
け
る
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
と
い

う
こ
と
は
、
順
番
を
変
え
て
読
ま
れ
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
、
特
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
た
だ
い
て

も
大
丈
夫
で
す
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
訳
注
が
き
っ
と
お
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
。

　

訳
注
を
付
す
る
に
際
し
て
は
、
多
言
語
が
混
在
す
る
関
係
か
ら
、
書
肆
情
報
等
の
表
記
の
ス
タ
イ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
英
語
の
一
般
的
ス

タ
イ
ル
に
で
き
る
だ
け
統
一
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
文
献
や
フ
ラ
ン
ス
語
文
献
に
馴
染
ん
で
お
ら
れ
る
読
者
に
は
違
和
感
が
あ
る
と
思
い

ま
す
が
、
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

本
文
や
原
注
に
お
け
る
［
…
…
］
は
ロ
ー
テ
ィ
自
身
の
挿
入
箇
所
を
示
し
、〔
…
…
〕
は
私
が
挿
入
し
た
箇
所
を
示
し
ま
す
。
訳
注
の
引

用
は
、
三
つ
の
例
外
を
除
い
て
、
す
べ
て
私
が
訳
出
し
た
も
の
で
す
。
例
外
は
、
辻
村
公
一
訳
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
思
ひ
』
か
ら
の
引

用
と
、
田
中
美
知
太
郎
訳
の
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
か
ら
の
引
用
と
、
新
共
同
訳
聖
書
か
ら
の
引
用
で
す
。
故
辻
村
公
一
先
生
、

故
田
中
美
知
太
郎
先
生
、
お
よ
び
、
新
共
同
訳
聖
書
の
関
係
者
の
み
な
さ
ま
に
、
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

v　　編訳者まえがき




