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す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
調
べ
る
回
数
に
比
例
し
て
ス
ピ
ー
ド
を
増

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
語
句
を
調
べ
る
の
に
二
、
三
分

と
い
う
時
間
を
必
要
と
し
た
の
に
、
一
分
を
超
え
な
い
で
調
べ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
子
ど
も
に
と
っ
て
快

感
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
勢
い
は
、
社
会
や
理
科
で
も
辞
典
を

机
の
横
に
置
い
て
学
習
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
　
国
語
辞
典
が
宝
も
の
と
言
え
る
子
に

縁
あ
っ
て
、
そ
の
子
た
ち
と
卒
業
ま
で
国
語
の
勉
強
で
か
か
わ

る
よ
う
に
な
り
、
国
語
辞
典
の
活
用
に
は
拍
車
が
か
か
っ
た
。

国
語
辞
典
に
使
い
慣
れ
、
素
早
く
引
く
、
調
べ
た
印
と
し
て
の

赤
色
の
線
が
増
え
る
な
ど
、
さ
ら
に
勢
い
が
増
し
た
。
一
度
調
べ

た
言
葉
を
何
度
か
調
べ
る
う
ち
に
、
意
味
を
覚
え
て
し
ま
う
子
も

出
て
き
た
。
わ
か
ら
な
い
語
句
、
自
信
が
な
い
語
句
は
、
辞
典
で

確
か
め
る
と
い
う
こ
と
が
習
慣
に
な
り
、
指
示
が
な
く
て
も
自
分

で
調
べ
る
子
が
増
え
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
教
室
の
中
で
、
特
に
印

象
に
残
っ
て
い
る
の
が
孝た

か

夫お

君
（
仮
名
）
で
あ
る
。

彼
は
、
家
庭
で
は
辞
典
を
テ
レ
ビ
の
横
に
置
き
、
難
し
い
言
葉
が

出
て
く
る
と
必
ず
調
べ
る
と
い
う
こ
と
を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
卒

業
ま
で
に
は
、
目
標
ど
お
り
ほ
と
ん
ど
の
ペ
ー
ジ
に
線
を
引
き
、
証

拠
を
残
し
た
。
そ
の
彼
か
ら
後
日
、
次
の
よ
う
な
便
り
が
届
い
た
。

「
小
学
校
の
勉
強
で
い
ち
ば
ん
役
立
っ
た
の
は
、
辞
典
で
調
べ

る
習
慣
が
つ
い
た
こ
と
で
す
。
中
学
校
で
地
理
が
い
ち
ば
ん
得
意

な
勉
強
で
す
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
の
言
葉
を
辞
典
で
調
べ
続
け
た
か

ら
で
す
。
あ
の
辞
典
は
ぼ
く
の
宝
で
す
。」

調
べ
た
言
葉
に
印
を
残
す
と
い
う
遊
び
心
に
も
似
た
試
み
が
、

一
人
の
少
年
の
学
び
の
道
標
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
「
国
語
辞
典
を
写
す
な
ん
て
無
駄
」
と
言
う
子

学
校
が
斡あ

っ

旋せ
ん

す
る
学
用
品
で
は
少
し
高
価
と
思
え
る
も
の
に
国

語
辞
典
が
あ
る
。
購
入
し
た
と
き
は
授
業
で
活
用
す
る
が
、
い
つ

の
間
に
か
机
の
中
に
し
ま
い
込
ま
れ
た
り
し
て
、
買
っ
た
ば
か
り

の
真
新
し
さ
で
片
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
を
心
に
決
め
て
、
積
極
的
に
活
用

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、

「
先
生
、
辞
典
に
書
い
て
い
る
こ
と
を
写
す
な
ん
て
無
駄
や
。」

と
言
う
子
の
発
言
で
あ
っ
た
。
言
葉
の
定
着
を
意
図
し
、
調
べ
た

語
句
の
意
味
を
ノ
ー
ト
に
写
さ
せ
て
い
た
と
き
で
あ
っ
た
。

「
調
べ
た
言
葉
に
線
で
印
を
付
け
た
ら
い
い
の
や
。」

と
、
提
案
を
す
る
子
も
い
た
。
話
し
合
い
の
結
果
、
調
べ
た
証
拠

と
し
て
赤
鉛
筆
で
印
を
付
け
る
と
い
う
約
束
を
決
め
た
。

二
　
調
べ
た
印
を
残
す
こ
と
で
勢
い
づ
く
子
ど
も

今
な
ら
、
ラ
イ
ン
マ
ー
カ
ー
を
利
用
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
ろ
は
、
色
鉛
筆
で
印
を
付
け
る
と
い
う
の

が
精
一
杯
の
知
恵
で
あ
っ
た
。
四
年
生
の
特
性
で
あ
ろ
う
か
、
調

べ
方
や
方
法
が
理
解
で
き
る
と
、
学
習
に
勢
い
が
出
て
き
た
。
教

科
書
の
難
し
い
語
句
調
べ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
知
っ
て
い
る
言

葉
を
調
べ
る
こ
と
に
も
興
味
を
示
す
子
が
増
え
て
い
っ
た
。

「『
空
気
』
っ
て
ど
う
書
い
て
る
だ
ろ
う
。」

「
辞
典
の
い
ち
ば
ん
最
後
は
ど
ん
な
言
葉
だ
ろ
う
。」

「
知
っ
て
い
る
語
句
を
調
べ
て
み
よ
う
。」

な
ど
、
話
が
弾
む
。
語
句
を
調
べ
る
の
も
楽
し
い
が
、
真
新
し
い

ペ
ー
ジ
に
印
が
増
え
て
い
く
の
も
う
れ
し
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

言
葉
の
意
味
を
予
想
し
て
か
ら
調
べ
る
と
い
う
よ
う
に
学
習
方
法

も
多
様
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

国
語
辞
典
で
語
句
を
調
べ
る
こ
と
の
よ
さ
は
、
意
味
を
確
か
に
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