
「
暗
夜
行
路
」

に
お
け
る
段
落
の
構
成
に

つ
い
て

文

章

の

音

声

学

的

研

究

段
落
陀
つ
い
て
の
考
察
、
就
中
段
落
K
関
す
る
基
礎
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
従

来
、
そ
の
例
を
あ
ま
り
多
〈
見
左
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
段
落
の
、
考
察
の
対
象

と
し
て
の
性
格
の
あ
い
ま
い
さ
に
起
因
す
る
と
も
、
考
察
の
成
果
に
つ
い
て
の
、
研
究
上
の

期
待
が
薄
い
こ
と
陀
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
〈
し
は
、
と
う
し
た
段
落
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
文
章
研
究
の
一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
る
と
と
に
よ

p
、
そ
の
、
考
察
の
対

象
と
し
て
の
性
格
を
・
た
し
か
め
、
考
察
の
成
果
に
つ
い
て
の
、
研
究
上
の
意
義
を
見
出
し
て

い
く
と
と
が
で
き
る
の
で
は
左
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
に
す
る
、
段
落
に
つ

い
て
の
特
殊
な
一
考
察
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
文
章
の
音
声
学
的
研
究
」
と
し
た
副
題
は
、
一
見
奇
異
在
感
を
ま
ぬ
か
れ
得
念
い
か
と

も
思
う
。
段
落
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
、
多
く
の
ほ
あ
い
、

hu
そ
ら
く
は
段
落
自
身
の
性
格

の
あ
い
ま
い
さ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
論
点
の
浮
動
性
が
見
受
け
ら
れ
る
。
本
稿

K
-訟
い
て
は
、
段
落
の
形
式
面
、
乙
と
に
音
声
面
を
意
図
し
て
と
り
あ
げ
る
ζ

と
に
よ
り
、

段
落
K
つ
い
て
の
、
問
題
の
論
点
を
一
面
的
に
で
は
あ
る
が
厳
し
〈
し
、
そ
の
点
に
か
い
て
、

段
落
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
求
め
、
段
濯
の
も
つ
、
一
面
の
性
格
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
の
小
論
で
、
直
接
の
対
象
と
す
る
作
品
は
、
「
暗
夜
行
路
前
篇
」
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト

に
は
、
岩
波
書
庖
刊
行
の
、
「
志
賀
直
哉
全
集
」
の
第
七
巻
「
暗
夜
行
路
前
篇
」
を
用
い
る
。

さ
て
、
当
面
考
察
の
対
象
と
す
る
段
落
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
定
め
る
。
段
落
は
、
一
字

下
げ
と
い
う
形
で
始
ま
り
、
行
か
え
と
い
う
形
に
至
っ
て
終
る
と
い
う
形
式
上
の
め
や
す
を

も
っ
て
認
め
る
。
が
、
そ
の
際
、
会
話
あ
る
い
は
会
話
に
準
ず
る
も
の
に
卦
い
て
は
、
段
落

方く

章

曹

尾

の
切
れ
目
と
し
て
の
行
か
え
を
確
か
に
知
る
ζ

と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
と
と
が
る
る
。
地

の
文
と
会
話
と
の
潤
に
性
格
上
の
差
異
の
あ
る
ζ

と
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
を
除
外
し
な
け
れ

ば
左
る
ま
い
。
第
一

κ、
一
段
落
申
に
、
会
話
・
心
情
の
表
現
・
白
記
・
夢
・
田
畑
出
・
解
説

が
あ
る
ば
あ
い
、
そ
れ
が
一
個
の
文
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
文
を
含
む

段
落
は
考
察
の
対
象
と
し
左
い
。
そ
れ
が
一
個
の
文
で
な
く
、
地
の
文
の
部
分
と
し
て
あ
る

も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
と
の
範
簡
K
は
入
ら
左
い
。
第
二

K
、
会
話
の
後
接
す
る
段
落
K
歩
い

て
は
、
行
か
え
の
確
認
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
も
考
察
の
対
象
と
は
し
左
い
。
こ
れ
だ
け
の

手
続
き
を
経
て
、
残
る
段
落
が
三
百
七
十
二
段
あ
る
。

ζ

の
小
論
は
、
と
れ
を
考
察
の
対
象

と
す
る
。
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第
一
の
作
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
の
文
に
よ
っ
て
僑
成
さ
れ
て

い
る
か
調
査
す
る
と
と
で
あ
る
。
文
は
句
点
を
も
っ
て
終
止
す
る
も
の
と
考
え
る
。
句
点
の

あ
る
ど
と
に
文
を
認
め
、
数
を
数
え
る
こ
と
と
す
る
。
と
と
ろ
で
、
句
点
は
、
文
章
申
で
の

音
の
休
止
の
一
形
式
で
も
あ
る
。
一
個
の
文
は
、
一
個
の
音
声
連
続
を
意
味
す
る
と
も
言
え

よ
う
。
文
の
数
を
数
え
る
と
と
は
、
音
声
連
続
の
数
を
数
え
る
と
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
個
々
の
段
落
が
、
い
く
つ
の
音
声
連
続
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を

調
査
し
、
そ
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
患
う
の
で
あ
る
。

「
暗
夜
行
路
前
篇
」
中
の
三
百
七
十
二
段
を
、
文
の
数
に
よ
っ
て
分
け
る
と
次
の
工
う
に

な
る
。



表第文
の
数
こ
の
段
落
が
も
っ
と
も
多
い
。
が
、
そ
の
こ
と
は
一
応
置
〈
。
注
目
す
べ
き
は
、

文
の
数
三
ま
で
の
段
落
が
特
に
多
い
と
と
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
音
声
連
続
三
ま
で
の
、

音
声
連
続
の
数
の
き
わ
め
て
少
な
い
段
溶
が
特
に
多
い
の
で
あ
る
。
ほ
ほ
六
十
六
%
を
占
め

る
。
次
い
で
、
文
の
数
回
か
ら
六
ま
で
が
二
十
五
%
を
占
め
る
。
あ
わ
せ
て
九
十
%
以
上
が

文
の
数
六
ま
で
の
段
薄
で
占
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
、
文
の
数
七
か
ら
十
五
ま

で
、
段
溶
数
は
漸
減
し
て
い
く
。

「
暗
夜
行
路
」
を
読
む
と
す
る
。
読
み
か
た
と
し
て
は
、
黙
読
、
音
読
、
朗
読
を
ど
さ
ま

ざ
ま
左
形
式
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
ば
あ
い
に
も
、
テ
キ
ス
ト
を
見
て
読
む
と
い
う
点
で
は
差

異
が
念
い
。
が
、

ζ

と
で
、
読
む
に
対
し
て
簡
〈
と
い
う
立
場
の
あ
る
ば
あ
い
を
想
定
し
て

み
る
。
聞
き
手
自
身
が
、
読
み
手
と
同
じ
く
、
テ
キ
ス
ト
を
見
な
が
ら
聞
く
と
い
う
こ
と
も

あ
り
得
る
。
が
、
そ
の
反
面
に
、
聞
き
手
は
テ
キ
ス
ト
を
持
た
左
い
で
、
読
み
手
の
音
声
の

み
を
頼
り
と
す
る
ば
あ
い
も
あ
り
得
る
。
テ
キ
ス
ト
を
見
な
が
ら
読
み
、
そ
し
て
聞
く
ば
あ

い
K
は
、
前
述
の
よ
う
左
段
搭
は
、
行
か
え
と
い
う
形
を
、
行
か
え
に
と
も
左
う
空
自
に
よ

っ
て
自
で
確
め
る
と
と
が
で
き
る
。
が
、
音
声
の
み
を
頼
り
と
す
る
ば
あ
い
は
、
段
落
は
ど

の
よ
う
に
し
て
知
ム

t

れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
音
声
の
み
を
頼
り
と
し
て
、
段
落
を
知
る
ば

あ
い
の
問
題
点
を
と

P
あ
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
私
は
こ
う
し
た

と
と
が
ら
に
つ
い
て
の
、
実
験
的
左
記
録
を
持
ち
あ
わ
せ
ま
い
。
や
む
を
え
ず
、
私
の
と
ほ

し
い
日
常
の
経
験
と
、
今
と
の
「
暗
夜
行
路
」
を
私
自
身
が
実
験
的
に
読
み
か
え
す
と
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
と
に
従
っ
て
、

ζ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
左
け
れ
ば
左
ら
左
か
っ
た
。

二
つ
の
連
続
し
た
段
獲
が
あ
る
ば
あ
い
、
二
段
落
聞
の
切
れ
目
を
音
声
の
上
で
感
得
さ
せ

る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
段
落
K
つ
い
て
無
頓
着
で
あ
る
と
い
う
ば
あ
い
を
別
と

し
て
、
何
ら
か
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
左
か
ろ
う
か
。
二
段
落
の
間
陀
置
か
れ
る
、

音
声
の
休
止
の
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
が
、
こ
の
、
休
止
に
よ
っ
て
切
れ
目
を
知
る
と

h
う
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
明
確
な
結
果
を
も
た
ら
さ
左
い
。
少
な
く
と
も
、
休
止
そ
の
も
の
の

長
短
で
切
れ
目
を
知
る
と
い
う
と
と
に
は
自
ら
左
る
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、

段

数

文
の
数

二
つ
の
段
落
の
う
ち
の
、
前
の
段
遂
と
後
。
段
落
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
と
も
を
う
音
調
上
。

特
殊
念
事
象
が
見
逃
せ
左
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
そ
。

前
の
段
落
で
は
、
と
'
ク
わ
け
そ
の
終
り

ο部
分
陀
、
後
。
段
落
で
は
、
そ
の
始
め
の
部
分

陀
立
回
調
上
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
や
す
い
。
そ
し
て
、
両
者
を
比
較
し
て
言
え
ば
、
こ
と
に
後

者
に
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
や
す
い
よ
う
で
お
る
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
の
ば
あ
い
に
も
特
色
が
あ

ら
わ
れ
念
い
わ
け
で
は
左
い
。
意
図
し
て
、
終
り
の
部
分
を
強
く
言
い
切
る
と
い
う
こ
と
も

あ
h
y
得
る
。
特
K
、
そ
こ
が
段
落
の
終
り
で
あ
る
故
に
、
仕
吋
栄
之
町
市
文
が
位
寵
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
左
こ
と
が
あ
る
ば
あ
い
、
そ
の
待
喋
な
文
の
、
特
性
な
セ
立
回
調
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
が
、
「
暗
夜
行
路
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
段
落
が
比
較
的
少
士
い

数
の
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ

D
、
後

κ述
べ
る
よ
う
に
、
特
柊
ま

文
が
段
落
。
終
り
に
位
置
す
る
と
と
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
前
蓄
に
音
調
L
ムの

特
色
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
後
者
に
そ
れ
が
あ
ら

わ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
二
、
三

σ問
題
点
を
指
摘
し
て
砕
き
品
、
ぃ
。

ま
ず
第
一
に
、
音
調
の
強
さ
、
弱
さ
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
対
象
と
す
る
文
章
の
性

質
に
よ
っ
て
も
異
左
る
と
と
で
あ
っ
て
、
一
一
般
に
強
い
だ

ο、
弱
い
だ
の
と
い
う
こ
と
φ
で

き
る
よ
う
念
と
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
段
答
。
始
め
陀
あ
ら
わ
れ
や
す
い
と
い

う
意
味
で
注
目
さ
れ
る
の
で
る
る
。
「
暗
夜
行
路
」
に
な
い
て
は
、
私

o
d
る
い
、
段
落
。

始
め
を
弱
〈
発
す
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
お
る
。
読
み
手
に
よ
っ
て
、
段
葱

σ始
め
を
弱
〈

発
す
る
と
い
う
と
と
も
あ
る
の
で
は
左
い
か
、
そ
う
い
う
と
と
が
多
い
の
で
は
怠
い
か
と
も

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
に
な
い
て
は
、
段
洛
の
始
め
に
、
特
に
意
識
し
左
け

れ
ば
な
ら
左
い
、
も
の
が
あ
る
と
と
は
少
な
い
。
段
落
の
切
れ
目
は
、
も
の
の
区
別
に
よ
る

切
れ
目
で
は
念
〈
、
流
れ
の
申
断
に
よ
る
切
れ
目
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
段
落
の
始
め
を

弱
〈
発
す
る
と
い
う
と
と
は
、
弱
く
発
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
を
(
自
分
自
身
で
あ

っ
て
も
よ
い
)
、
流
れ
の
中
陀
誘
い
込
も
う
と
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
段
落
。
切
れ
目
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
音
調
上
の
速
度
の
問
題
が
あ
る
。
速
度
と
い
う
点
で
は
、
段
落
の
始
め
は
普
通

ゆ
る
や
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
し
い
段
落
の
始
め
を
慎
重
に
始
め
よ
う
と
い
う
気
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持
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
段
落
の
始
め
に
あ
た
っ
て
、
新
し
〈
態
勢
を
作
る
必
要
が
あ

っ
て
の
と
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
暗
夜
行
路
」
の
ば
あ
い
、
段
落
の
多
く
は
比
較
的
短
い
段
落

で
あ
っ
て
、
ゆ
る
や
か
さ
の
綬
拠
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
と
も
言
え
る
。
が
、
比
較
的
長
い

段
落
K
な
い
て
、
段
落
を
通
じ
て
、
段
落
の
始
め

K
作
ら
れ
た
態
勢
か
ら
-
の
、
読
み
調
子
が

持
続
さ
れ
る
と
と
は
無
視
で
き
左
い
。
ゆ
る
や
か
さ
は
、
ゆ
る
や
か
で
多
る
と
と
と
新
し
い

態
勢
を
作
る
構
え
と
い
う
点
で
、
聞
き
手
を
流
れ
の
中
K
誘
い
と
も
う
と
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
と
の
ゆ
る
や
か
さ
が
段
落
の
切
れ
目
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
と
も
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

経
験
的
に
知
ら
れ
る
、
以
上
の
二
つ
の
こ
と
が
ら
、
音
調
上
の
強
弱
と
速
度
と
が
、
段
落

の
切
れ
目
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
だ
と
い
う
ζ

と
は
無
視
で
き
な
い
。
比
較
的
、
一
つ
一
つ
の

段
落
の
、
文
の
数
が
少
左
い
と
い
う
特
色
の
あ
る
「
暗
夜
行
路
」
に
な
い
て
は
、
そ
れ
を
読

む
ば
あ
い
、
こ
う
し
た
音
調
上
の
強
弱
や
速
度
。
変
化
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
特
色
が
見
出
さ

れ
る
の
で
は
左
い
か
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
文
の
数
は
音
声
連
続
の
数
で
も
あ
る
。
「
暗

夜
行
路
」

k
b
い
て
は
、
比
較
的
少
数
の
音
声
連
続
に
よ
っ
て
、
権
成
さ
れ
る
段
落
が
、
い

く
つ
も
続
く
と
い
う
と
と
が
決
し
て
少
〈
な
い
。
段
落
と
段
務
と
の
聞
の
切
れ
目
ど
と
に
、

音
調
上
の
強
弱
や
速
度
の
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
暗
夜
行
路
」
に
か
い
て
は
、

そ
れ
を
読
む
ば
あ
い
、
音
調
上
の
強
弱
や
速
度
の
変
化
が
短
い
間
隔
を
な
い
で
あ
ら
わ
れ
、

読
み
の
調
子
は
、
変
化
に
富
ん
だ
様
相
を
一
示
す
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
と
ζ

で
第
二
の
作
業
に
移
る
ζ

と
と
す
る
。
第
二
の
作
業
は
、
個
個
の
段
落
を
構

成
す
る
、
個
個
の
文
の
最
終
末
尾
音
の
あ

P
よ
う
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
。

文
の
末
尾
の
音
に
つ
い
て
調
査
し
た
ば
あ
い
、
「
暗
夜
行
路
」

k
b
い
て
は
、
ま
ず
、

「
た
」
の
立
田
で
終
る
文
が
き
わ
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
音

「
た
」
は
、
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
「
た
」
で
あ
る
。
音
声
と
い
う
形
を

と
り
あ
げ
て
の
考
察
k
b
い
て
も
と
の
と
と
は
確
め
て
な
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
音
声
「
た
」

に
は
、
こ
と
ば
と
し
て
の
「
た
」
の
意
識
が
常

K
と
も
な
う
か
ら
で
る
る
。
形
は
同
一
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
意
識
す
る
際
、
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
区

別
す
る
だ
け
の
配
慮
が
、
雪
一
口
語
音
声
に
つ
い
て
の
考
察
K
は
必
要
だ
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
た
」
の
濁
っ
た
「
だ
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
訟
き
た
い
。
た
と
え

ば
「
母
は
私
を
に
ら
ん
だ
」
と
い
う
ば
あ
い
の
「
だ
」
で
あ
る
。
音
績
の
上
で
も
、
無
声
と

有
声
の
区
別
が
あ
り
、
音
声
の
上
で
も
も
ち
ろ
ん
異
な
る
。
が
、
と
こ
で
は
「
だ
」
を
「
た
」

の
濁
っ
た
も
の
と
み
る
習
慣
が
無
視
で
き
な
い
。
本
稿
k
h
F
い
て
は
、

ζ

れ
を
「
た
」
と
同

一
の
も
の
と
み
在
す
と
と
に
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
指
定
の
助
動
詞
「
だ
」

の
と
と
も
あ
る
。
こ
の
ぼ
あ
い
に
は
、
前
記
の
「
だ
」
と
同
一
の
形
で
る
る
け
れ
ど
も
、
習

慣
上
、
乙
れ
を
同
一
の
も
の
と
意
識
で
き
る
か
ど
う
か
に
疑
問
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
た
」

と
同
一
視
す
る
ζ
と
は
で
き
ま
い
。
が
、
一
応
問
題
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
保
留
し
て
な
き

必
要

κ応
じ
て
配
慮
を
加
え
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
「
暗
夜
行
路
」
の
、
文
の
末
尾
の
音
K
「
た
」
が
き
わ
め
て
多
い
ζ

と
は
す
で
に

述
べ
た
と
な
り
で
あ
る
。
と
の
点
字
、
ま
ず
出
発
点
と
し
た
い
。
段
務
ど
と
に
、
段
落
を
撞
構
成

し
て
い
る
個
個
の
文
の
、
末
尾
の
音
を
調
査
し
、
音
「
た
」
を
末
尾
の
音
と
す
る
文
の
み
で

構
成
さ
れ
て
い
る
段
落
、
そ
の
他
の
音
を
末
尾
の
音
と
す
る
文
の
み
K
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
段
落
、
音
「
た
」
で
あ
る
文
と
そ
の
他
の
音
を
末
患
の
音
と
す
る
文
を
ま
ぜ
あ
わ
せ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
段
落
と
い
う
よ
う
に
、
段
落
を
分
類
し
て
み
る
と
、
次
の
第
二
表
の
よ
う

と
の
点
で
、

い
わ
ゆ
る
、

-33ー

に
念
る
。

表

文の数 文末尾音 末尾音そ
混合

らヒlのみ の他のみ

1 72 

2 86 2 6 

3 62 2 14 

4 24 7 

5 25 8 

6 18 1 0 

7 7 8 

8 5 3 

9 1 3 

10 1 1 

11 l 1 

12 1 

13 1 

14 1 1 

15 1 

16 304 4 64 

第



ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
と
と
は
、
末
尾
の
立
日
が
「
た
」
で
あ
る
文
の
み
に
工
っ
て
構
成
さ

れ
た
段
落
が
、
三
百
七
十
二
段
申
、
三
百
四
段
に
も
の
ぼ
り
、
き
わ
め
て
多
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
文
の
数
一
の
段
落
を
除
い
て
も
、
二
百
三
十
二
段
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
の
、

末
尾
の
音
に
つ
い
て
い
う
か
ぎ
り
、
個
個
の
段
穫
は
、
音
「
た
」
を
も
っ
て
一
定
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
左
ら
な
い
。
音
「
た
」
は
文
の
末
患
の
音
と
し
て
あ
る
。
そ

れ
に
は
後
に
休
止
を
と
も
左
う
と
い
う
ζ

と
も
あ
る
。
読
む
ば
あ
い
に
は
や
は
り
目
だ
っ

た
音
と
し
て
受
け
取
ら
れ
よ
う
。
そ
の
音
が
一
定
で
あ
る
と
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
軽
視

で
き
左
い
。
文
の
、
末
尾
の
音
が
一
定
で
お
る
と
と
に
よ

P
、
読
み
の
調
子
が
安
定
を
得
る

と
い
う
と
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
暗
夜
行
路
」
を
読
ん
で
い
く
ば
あ
い
、
い
く
ら
か
の

間
隔
を
置
い
て
、
目
立
つ
位
置
に
あ
る
音
と
し
て
「
た
」
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
、
読
み
の

調
子
に
安
定
度
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
は
、
読
ん
で

い
く
ば
あ
い
、
文
の
数
の
少
な
い
段
穫
が
多
い
と
と
ろ
か
ら
、
音
調
の
強
弱
、
速
度
の
変
化

が
短
い
聞
編
で
あ
ら
わ
れ
、
そ
と
に
読
み
の
調
子
の
変
化
の
あ
ら
わ
れ
や
す
い
と
と
は
す
で

に
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
の
、
末
尾
の
音
が
一
定
の
「
た
」
で
終
る
文
に
よ

D
権
成

さ
れ
た
段
落
の
多
い
と
と
か
ら
、
段
落
の
読
み
の
調
子
に
安
定
度
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
と

と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
読
み
の
調
子
と
い
う
点
で
、
「
暗
夜
行
路
」
に
は
、
二
聞
に
な
い

て
、
変
化
が
あ
ら
わ
れ
や
す
い
と
い
う
点
が
、
他
の
一
面
k
b
い
て
、
安
定
度
が
加
え
ら
れ

る
と
い
う
、
相
反
す
る
こ
面
が
共
存
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
表
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
も
一
応
注
目
さ
れ
る
。
末
尾
の
音
が
「
た
」
以
外

の
音
で
あ
る
文
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
段
落
が
、
わ
ず
か
に
四
例
だ
け
見
ら
れ
る
と
い

う
と
と
で
あ
る
。
と
う
し
た
段
落
K
は
、
そ
れ
と
し
て
の
そ
れ
な
り
の
特
殊
性
も
考
え
ら
れ

よ
う
が
、
そ
れ
は
、
表
現
効
果
と
か
意
味
と
か
の
面
k
b
い
て
の
と
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
よ
う
ら
音
声
と
い
う
面
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
も
ま
た
、
「
た
」
で
は
左
い
け
れ
ど
も
、
そ

の
他
の
一
定
の
末
尾
の
音
に
よ
っ
て
、
安
定
を
得
て
い
る
段
落
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
る
。

第
二
表
に
つ
い
て
、
混
合
の
段
落
を
と
り
あ
げ
、
以
下
考
察
を
す
す
め
て
み
た
い
。
左
hu
、

従
来
混
合
の
段
落
と
は
、
末
尾
の
音
「
た
」
の
文
と
そ
の
他
の
音
の
文
と
の
混
合
と
の
み
述

べ
て
来
た
が
、
一
段
だ
け
、
末
患
の
音
を
つ
ら
ね
て
言
え
ば
「
・
7
・
ル
・
ス
・
ル
・
ス
」
と

念
る
段
落
が
あ

p
、
と
れ
を
混
合
の
段
落
に
加
え
る
と
と
と
す
る
。

混
合
の
段
薬
は
、
第
二
表
に
見
ら
れ
る
と
が
り
六
十
四
段
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
各
段
落
ど

と
に
、
段
落
を
棒
成
寸
る
文
の
、
末
尾
の
音
「
た
」
を
基
調
の
音
と
呼
ぶ
こ
と
に
定
め
、
そ

の
基
調
の
音
に
ど
の
よ
う
に
他
の
音
が
混
入
さ
れ
て
い
る
か
調
査
し
て
み
た
い
。
基
調
の

音
「
た
」
の
申
に
、
そ
の
他
の
音
が
混
入
さ
れ
る
回
数
が
一
回
だ
け
の
も
の
が
、
六
十
四
例

申
の
五
十
二
例
と
圧
倒
的
に
多
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
い
う
「
回
数
が
一
回
」
の
意
味
誌
、

あ
る
一
つ
の
音
が
、
一
つ
の
段
落
申
に
一
つ
だ
け
あ
る
と
い
う
と
と
で
は
左
〈
、
え
と
え
ば

末
尾
の
音
を
つ
ら
ね
て
い
っ
て
「
タ
・

9
・
ル
・
ル
・
タ
」
と
い
う
よ
う
に
、
混
入
さ
れ
た

音
が
「
ル
・
ル
」
と
連
続
し
て
あ
る
ば
あ
い
、
こ
の
連
続
し
え
「
ル
・
ル
」
は
一
ま
と
め
に

し
て
、
一
回
と
数
え
た
も
の
で
あ
る
。
基
調
の
音
「
た
」
の
申
に
、
そ
の
他
の
音
が
混
入
さ

れ
る
回
数
が
二
回
以
上
の
も
の
は
十
一
例
で
あ
る
。
前
掲
の
「
ク
・
ル
・
ス
・
ル
-
ス
」
の

段
獲
を
加
え
て
十
二
例
で
あ
る
。

混
入
の
回
数
が
一
回
だ
け
の
ば
あ
い
を
中
心
に
、
混
合
の
段
落
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。
文
の
数
二
の
段
穫
で
、
混
合
の
段
落
で
あ
る
段
が
六
例
見
ら
れ
る
。
そ
の
う

ち
の
一
例
は
、
第
二
文
の
末
尾
が
、
い
わ
ゆ
る
指
定
の
助
動
詞
「
だ
」
の
ば
あ
い
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
除
け
ば
五
例
で
あ
る
。

-
不
潔
念
じ
め
/
¥
し
た
路
次
か
ら
往
来
へ
出
る
。
道
幅
は
狭
か
っ
た
が
、
居
々
に
は
割

P
K
大
き
左
家
が
多
〈
、
一
体
K
充
実
し
て
、
道
行
〈
人
々
も
生
々
と
活
動
的
で
、
玉
の

岩
の
玉
を
抜
か
れ
た
鴎
抜
左
祖
先
を
持
つ
人
々

K
は
見
え
な
か
っ
た
。
(
四
一
員
・
上
段
)

2

山
谷
の
方
か
ら
来
る
人
々
と
、
道
哲
か
ら
土
手
へ
入
っ
て
来
た
人
々
と
、
今
謙
作
が
来

た
三
の
輪
か
ら
の
人
々
と
が
、
明
か
る
い
日
本
提
署
の
前
で
落
合
ふ
と
、
一
つ

K
な
っ
て

敷
石
路
を
ぞ
ろ
/
¥
と
廓
の
中
へ
流
れ
込
ん
で
行
く
。
彼
も
其
一
人
だ
っ
た
。
(
必
・
上
)

用
例
の
後
の
か
っ
と
内
の
数
字
と
上
・
下
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
頁
数
と
所
属
の
段
を
示
す
。

例
ー
の
二
つ
の
文
の
、
末
尾
の
音
を
つ
ら
ね
る
と
「
ル
・
ヲ
」
、
例
2
で
は
「
ク
・
タ
」
と

走
る
。
例
1
の
「
ル
」
、
例
2
の
「
ク
」
を
、
「
タ
」
を
基
調
の
音
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
破

調
の
音
と
呼
ぶ
ζ

と
に
す
る
。
基
諮
の
音
、
破
調
の
音
を
記
号
化
し
て
、
前
者
を
「

O
」
で
、
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後
者
を
「
×
」
で
あ
ら
わ
す
と
と
と
す
る
と
、
と
の
こ
例
は
、
「

x
・
0
」
の
形
で
あ
ら
わ

せ
る
。
以
下
、

ζ

れ
に
を
ら
っ
て
例
を
処
理
す
る
と
と
と
す
る
。
な
b
、
類
例
と
し
て
他
に

「
ル
・

9
」
の
例
が
二
例
見
ら
れ
る
。
「
×
・

0
」
は
合
計
四
例
で
あ
る
。

3
か
う
思
は
ず
思
っ
て
、
彼
は
は
っ
と
し
た
。
と
れ
は
自
分
で
も
答
へ
る
事
の
い
や
念
、

然
し
答
へ
る
事
の
出
来
る
問
ひ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
(
町
・
下
)

例
3
K
は
「
9
・
ル
」
が
見
ら
れ
る
。
「

0
・
×
」
の
形
で
あ
る
。
例
1
・
2
K
対
し
て
例

3
は
逆
の
関
係
に
あ
る
。
前
者
の
類
は
四
例
、
後
者
は
一
例
、
指
定
の
劫
動
調
「
だ
」
が
第

二
文
の
末
尾
に
あ
る
も
の
を
加
え
て
二
例
で
あ
る
。
前
者
が
優
勢
で
あ
る
。

文
の
数
三
の
段
落
で
、
混
合
の
段
落
で
あ
る
も
の
が
十
四
例
あ
る
。
と
れ
を
中
心
に
、
関

連
し
た
問
題
も
含
め
て
考
察
を
進
め
る
ζ
と
と
す
る
。

4 

女
の
人
は
二
十
二
三
だ
っ
た
か
も
知
れ
左
い
。
然
し
細
君
に
左
っ
た
人
を
見
る
と
誰

で
も
自
分
よ
り
年
上
の
や
う
な
気
の
す
る
謙
作
に
は
は
っ
き
り
し
た
見
当
は
つ
か
左
か
っ

た
。
其
人
は
友
達
と
話
す
や
う
な
気
軽
さ
と
親
し
さ
で
女
中
と
伺
か
話
し
て
居
た
。

5 

(
叩
・
下
)

勿
論
、
此
変
化
は
一
つ
は
登
喜
子
の
態
度
で
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
よ

D

も
彼
は
愛
子
と
の
事
で
、
か
う
云
ふ
事
に
は
変
に
自
信
が
左
〈
左
っ
て
居
た
。
そ
し
て
、

ζ

の
自
信
念
さ
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
此
落
着
に
彼
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
し
て
居
る
ら
し
か

っ
た
。
(
日
・
上
l
下〉

或
る
彼
は
も
っ
と
突
き
進
み
た
が
っ
て
居
る
。
然
し
他
の
彼
が
そ
れ
を
怖
れ
た
。
愛
子

と
の
事
で
受
け
た
彼
の
傷
手
は
そ
れ
程
に
未
だ
、
彼
に
は
生
々
し
か
っ
た
。
(
日
・
下
)

6 例
4
陀
は
「
イ
・
ヲ
・
タ
」
、
例
5
・
6
K
は
「
ル
・
亨
・

9
」
が
見
ら
れ
る
。
「
×
・

0

・
0
」
の
形
で
あ
る
。
段
落
の
最
初
の
文
の
、
末
尾
の
音
が
破
調
の
音
な
の
で
あ
る
。

ζ

れ

ら
に
は
注
目
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
破
調
の
音
で
終
る
第
一
文
に
続
く
、
第
二
文
が
、
例
4

で
は
「
然
し
」
、
例
5
で
は
「
が
」
、
例
6
で
は
「
然
し
」
と
い
ず
れ
も
逆
接
の
接
続
詞
を

も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
と
と
は
、
内
容
上
の
特
殊
性
が
こ
う

し
た
型
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
左
い
か
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
と
同
時
K
、
音
声
の
上
で
も

こ
れ
ら
の
接
続
詞
の
あ
る
と
と
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
を
読
む
ば
あ
い
、
接
続
詞
K
は、

や
は
り
特
殊
左
音
調
が
与
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
、
内
容
上

の
特
殊
性
が
、
段
落
の
最
初
の
文
の
、
末
患
の
音
K
破
調
の
音
を
選
ば
ぜ
、
そ
れ

κ続
く
第

二
文
の
始
め
に
も
音
調
上
の
特
殊
性
を
も
た
ら
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例

外
が
を
い
と
い
う
意
味
で
、
内
容
上
の
特
殊
性
が
、
音
声
の
上
で
の
特
殊
性
K
結
び
つ
い
た

顕
著
念
例
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
の
数
三
以
外
の
段
落

κも
、
段
溶
の
最

初
の
文
の
、
末
尾
の
音
が
破
調
の
文
で
あ
る
例
を
見
出
す
乙
と
が
で
き
る
。
次
の
よ
う
な
例

で
ち
る
。本

社
へ
上
る
急
な
石
段
が
あ
る
。
そ
の
前
が
殊
に
い
い
や
う
に
患
っ
た
。
然
し
本
社
か

ら
奥
の
院
ま
で
の
道
は
、
最
近
K
作
っ
た
も
の
ら
し
〈
、
人
工
の
美
は
皆
無
だ
っ
た
。
只
、

尾
の
道
で
松
ば
か
り
見
て
ゐ
た
綬
K
色
々
変
っ
た
山
の
大
き
い
木
が
物
珍
ら
し
か
っ
た
。

が
、
そ
の
内
、
不
図
そ
の
木
の
肌
を
気
味
悪
く
思
ひ
出
す
と
、
彼
の
弱
っ
た
神
経
は
、
そ

れ
か
ら
甚
〈
劫
か
さ
れ
た
。
(
国
・
上

t
下
)

其
二
年
程
前
に
木
場
か
ら
そ
の
辺
、
そ
れ
か
ら
砂
村
を
通
っ
て
申
川
ぺ

D
K
出
た
事
が

あ
る
。
そ
れ
故
、
道
は
大
概
分
っ
て
ゐ
た
。
彼
は
永
代
橋
を
少
し
行
っ
た
所
で
電
車
を
降

り
る
と
、
沈
ん
だ
不
愉
快
な
顔
を
し
な
が
ら
八
幡
前
の
道
を
歩
い
て
行
っ
た
。
ど
れ
程
陰

穆
念
、
そ
し
て
ど
れ
程
鳴
い
顔
つ
き
で
あ
る
か
、
自
身
で
も
感
じ
ら
れ
た
。
道
行
く
人
々

が
皆
、
彼
の
目
的
を
知
っ
て
ゐ
る
や
う
K
彼
に
は
恩
へ
た
。
彼
は
そ
れ
ら
の
人
々
に
淡
い

一
種
の
敵
意
さ
へ
感
じ
た
。
そ
し
て
急
い
だ
。
時
々
空
つ
ば
を
呑
み
/
¥
彼
は
急
ぎ
足
で

歩
い
て
行
っ
た
。

(m
・
上

1
下
)

7 8 
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例
7
K
は
「
ル
・
タ
・
タ
・
タ
・
タ
」
、
例
8
K
は
「
ル
・
タ
・
タ
・
タ
・
タ
・
タ
・
タ
・

亨
」
が
見
ら
れ
る
。
「
×
・

0
・
0

・
・
j
i
-
-
:
」
の
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
K
は
、
前

掲
の
例
4
・
5
・
6
の
よ
う
左
端
的
念
特
徴
は
認
め
ら
れ
な
い
。
が
、
例
7
K
訟
い
て
、
第

一
文
と
、
一
本
社
へ
上
る
急
な
石
段
」

K
対
す
る
「
本
社
か
ら
奥
の
院
享
あ
道
」
と
い
う
点

で
、
緊
密
に
つ
な
が
る
第
三
文
が
「
然
し
」
で
始
め
ら
れ
る
事
、
例
8
K
-砕
い
て
、
第
二
文

が
「
そ
れ
韮
で
始
ゆ
b
れ
る
事
を
、
前
三
例
の
特
徴
に
比
寸
る
と
と
は
で
き
ま
い
か
。
例
7
の
ば

あ
い
、
第
三
文
に
そ
れ
が
あ
る
、
例
8
の
ば
あ
い
、
逆
接
の
接
続
詞
で
は
な
い
と
い
う
差
異

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
と
と
も
無
視
で
き
左
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



を
hv
、
次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。
例
5
・
6
は
連
続
し
た
段
落
で
あ
る
。
連
続
し
て
同

型
の
段
落
が
見
ら
れ
る
と
い
う
と
と
に
意
味
は
左
い
で
あ
ろ
う
か
。
後
に
あ
げ
る
例
目
と
例

日
と
の
ば
あ
い
や
例
M
の
ば
あ
い
に
も
同
様
で
あ
っ
て
、
類
例
を
見
出
す
と
と
は
で
き
る
の

で
あ
る
。
向
型
の
段
落
が
連
続
し
て
あ
る
ば
あ
い
、
同
型
の
、
読
み
の
調
子
が
考
え
ら
れ
る

と
い
う
意
味
で
、
一
応
問
題
を
残
し
て
か
〈
。

次
陀
、
文
の
数
三
の
段
落
の
う
ち
、

「
0
・
×
・

0
」
の
形
の
も
の
を
と

D
あ
げ
る
。

9 

一
ト
月
ば
か
り
は
先
づ
総
て
が
順
調
に
行
っ
た
。
生
活
も
、
仕
事
も
、
健
康
も
。
然
し

一
ト
月
も
終
り
の
頃
か
ら
、
少
し
づ
っ
そ
れ
が
乱
れ
て
来
た
。
(
凶
・
上

l
下〉

m
彼
は
低
い
窓
障
子
を
開
け
て
、
其
処
か
ら
外
の
景
色
を
眺
め
た
。
石
垣
の
上
が
暗
い
往

来
で
、
向
側
K
五
六
軒
破
風
を
段
べ
て
、
倉
庫
が
あ
る
。
新
地
か
ら
宿
屋
へ
呼
ば
れ
て
行

ぐ
芸
者
だ
ら
う
。
三
四
台
続
い
た
俸
の
上
で
互
に
浮
か
れ
た
高
調
子
で
、
何
か
云
ひ
合
ひ

在
日
か
ら
通
っ
て
行
〈
の
が
其
暗
い
中
に
見
ら
れ
た
(
悶
・
下
)

例
9
陀
は
「
守
・
モ
・
タ
」
、
例
刊
に
は
「
安
・
ル
・
タ
」
が
見
ら
れ
る
。
他
に
、
「
安
・

ル
-

h

ツ
」
が
一
例
、
指
定
の
助
動
詞
「
だ
」
争
末
尾
に
持
つ
文
を
申
に
は
さ
ん
だ
段
落
が
二

例
見
ら
れ
る
。
「

0
・
×
・

0
」
の
形
で
あ
る
。
「

0
・
×
・

O
」
の
形
は
、
破
調
の
音
が

三
つ
の
文
の
真
中
陀
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
破
調
の
立
回
が
第
二
文
に
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
ど
ち
ら
K
受
け
取
っ
て
も
、
こ
う
し
た
あ
り
ょ
う
は
、
文
の
数
三
以
外
の
段
落
に
そ

の
類
例
を
見
出
す
と
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
類
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
が

み
ら
れ
る
。

U

彼
は
茶
庖
の
主
か
ら
聴
い
て
、
先
頃
死
ん
だ
商
家
の
隠
居
が
住
ん
で
ゐ
た
と
云
ふ
空
家

を
見
に
行
っ
た
。
枯
葉
朽
葉
の
散
り
敷
い
た
じ
め
/
¥
し
た
細
道
を
入
っ
て
行
く
と
、
大

き
左
岩
に
抱
へ
込
ま
れ
た
ゃ
う
を
場
所
に
薄
暗
く
建
て
ら
れ
た
小
さ
念
茶
室
様
の
一
一
棟
が

あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
が
如
何
に
も
荒
れ
は
て
て
ゐ
て
、
修
繕
も
容
易
で
左
い
が
、
そ
れ
よ

り
も
陰
気
臭
く
て
連
も
住
な
気
陀
念
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
又
茶
居
室
で
引
き
か
へ
し
て
、

石
段
を
寺
の
万
へ
登
っ
て
い
っ
た
。
大
き
な
自
然
石
、
そ
の
関
に
巌
丈
な
松
の
大
木
、
そ

し
て
所
々

K
碑
文
、
和
歌
、
俳
句
左
ど
を
彫
h
J
つ
け
た
石
が
建
っ
て
ゐ
る
。
彼
は
久
し
い

以
前
行
っ
た
事
の
あ
・
る
山
形
の
先
の
山
寺
と
か
、
鋸
山
の
臼
本
寺
を
憶
ひ
起
し
た
。
開
山

が
長
踏
の
方
か
ら
来
た
支
那
の
坊
主
と
い
ふ
だ
け
に
岩
や
木
の
た
た
ず
ま
ひ
か
ら
、
山
門
、

鐘
楼
、
総
て
が
、
山
寺
、
日
本
寺
な
ど
よ

D
も
更
に
支
那
臭
い
感
じ
を
与
へ
た
。
玉
の
岩

と
い
ふ
の
は
其
鐘
楼
の
手
前
に
あ
っ
た
。
小
さ
い
こ
階
家
程
の
孤
立
し
た
一
つ
の
石
で
、

そ
れ
が
丁
度
宝
珠
の
玉
の
形
を
し
て
ゐ
た
。
ペ
印
・
土

l
下〉

「
タ
・
タ
・
タ
・

9
・ル
-

h

ツ
・
ヲ
・
タ
・
タ
」
が
見
ら
れ
る
。
他
K
、

「
タ

-
q

・
タ
・

「
タ
・
タ
・
'qJ

・
タ
・
タ
-
ル
・
タ
・
・
タ
・
タ

-
-
タ
・
・
タ
」
と
い
う
例
も
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。
段
落
の
真
中
の
文
の
、
末
患
の
音
が
破
調

の
音
左
の
で
あ
る
。
一
つ
の
型
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
他
に
、
指
定
の
助
動
詞
「
だ
」

を
、
基
調
の
音
「
え
」
「
だ
」
と
区
別
し
左
い
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
例
も
克
ら
れ
る
。

ロ
鐘
楼
の
所
か
ら
は
殆
ど
完
全
に
市
全
体
が
眺
め
ら
れ
た
。
山
と
海
と
に
侠
ま
れ
た
市

は
其
細
い
備
と
は
不
釣
合
に
東
西

κ延
び
て
居
た
。
家
並
も
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
、
直
ぐ

下
に
は
づ
ん
ぐ
り
と
し
た
姻
突
が
沢
山
立
っ
て
ゐ
る
。
酢
を
作
る
家
だ
。
彼
は
人
家
の
少

し
づ
っ
薄
ら
い
だ
町
は
づ
れ
の
海
辺
を
眺
め
な
が
ら
、
あ
の
辺
に
い
い
家
で
も
あ
れ
ば
い

い
が
と
思
っ
た
。
(
印
・
下
〉

々
'
・
フ
・
空
・
タ
・
タ
-
タ
」
と
い
う
例
、

-36 -

「
だ
」
を
一
ヲ
」

「
0
・
0
・
×
・

0
・
0
」
で
あ

p
、
「
だ
」
を
「
ヲ
」
と
し
な
い
念
ら
、

「
0
・
0
・
x
-
x
・
0
」
で
あ
る
。
前
者
と
認
め
る
ば
あ
い
に
は
、
例
は
と
あ
わ
せ
て
、

同
型
の
段
落
が
連
続
し
て
い
る
例
に
数
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
だ
」
で
終
る
第
四
文

は
極
端
に
短
〈
、
こ
の
短
い
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
音
調
上
の
特
色
さ
え
も
な
り
た
ち
そ
う

で
あ
る
。
と
の
点
で
後
者
と
認
め
る
万
が
よ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
者
と
認
め
た
ば
あ
い
、

連
続
し
た
、
末
尾
の
音
が
破
調
の
音
で
あ
る
も
の
を
一
ま
と
め
に
し
て
、

例
U
K
続
く
段
落
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

「
空
・
タ
・
ル
・
ダ
・
空
」
が
見
ら
れ
る
。

「
0
・
0
・
×
・

O
」
の
形
が
認
め
ら
れ
る
と
と
に
走
る
。
こ
の
形
式
は
、
後
K
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
段
落
の
真
中
の
文
の
、
末
尾
の
音
が
破
調
の
音
で
あ
る
一
類
の
あ
る

こ
と
は
認
め
ム
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
・
文
の
数
三
の
段
落
の
う
ち
、

と
す
る
。

「
O
・
G
-
x」
の
形
の
も
の
を
と
り
あ
げ
る
と
と



に
す
る
。

左
hu
、
例
目

-
mは
連
続
し
て
あ
る
段
落
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
K
、
例
5
・
6

の
ば
あ
い
や
例
M
の
ば
あ
い
と
あ
わ
せ
考
え
て
、
向
型
の
段
落
が
連
続
し
て
〈
り
か
え
さ
れ

る
と
い
う
型
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
読
ん
で
い
く
ば
あ
い
、

片
音
調
上
の
問
題
と
し
て
も
、
こ
れ
が
意
識
さ
れ
る
点
で
見
逃
せ
な
い
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ

M

四
っ
か
五
っ
か
忘
れ
た
。
兎
に
角
、
秋
の
夕
方
の
事
だ
っ
た
。
私
は
人
々
が
タ
鏑
の
支

度
で
忙
し
〈
働
い
て
ゐ
る
隙
に
、
し
も
手
洗
湯
の
屋
根
へ
懸
け
捨
て
で
あ
っ
た
梯
子
か
ら

誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
に
一
人
、
母
屋
の
屋
根
へ
登
っ
て
行
っ
た
事
が
あ
る
。
棟
伝
ひ
陀
鬼

瓦
の
処
ま
で
行
っ
て
馬
乗
り
に
な
る
と
、
変
に
快
活
左
気
分
に
な
っ
て
、
私
は
大
き
な
声

で
唱
歌
を
唄
っ
て
居
た
。
私
と
し
て
は
と
ん
左
高
い
処
へ
登
っ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た

Q

普
段
下
か
ら
ば
か
り
見
上
げ
て
ゐ
た
柿
の
木
が
、
今
は
足
。
下
に
あ
る
。
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母
に
死
走
れ
て
か
ら
此
記
憶
は
急
K
明
瞭
し
て
来
た
。
後
年
も
と
れ
を
憶
ふ
度
、
い
つ

も
私
は
涙
を
誘
は
れ
た
。
何
と
い
っ
て
も
母
だ
け
は
本
統
に
自
分
を
愛
し
て
居
て
く
れ
た
、

私
は
さ
う
思
ふ
。

(
8
・
下

t
9
・
上
)

「
ヲ
・
タ
・
フ
」
が
見
ら
れ
る
。
他
に
「
・
タ
・
亨
・
フ
」
と
い
う
例
、
「
タ
・
安
・
ル
」
と
，

い
う
例
が
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。
「

0
・
0
・
×
」
の
形
で
あ
る
。
と
の
形
に
関
連
し
て
、

次
の
よ
う
左
例
の
あ
る
と
と
も
見
逃
ぜ
な
い
。

(
8
・
上
)

「
-q'
・
タ
・
ル
・
骨
・
タ
・
ル
」
が
見
ら
れ
る
。
一
段
落
申
K
二
度
、
破
調
の
音
の
文
が
見

ら
れ
る
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「

0
・
0
・
×
」
の
形
を
二
度
く
り
か
え
す
段
落
と
み
ら
れ

念
い
こ
と
も
な
い
。
前
陀
あ
げ
た
例
5
・
6
の
ば
あ
い
や
次
に
あ
げ
る
例
日
・
日
の
ば
あ
い

と
あ
わ
せ
て
問
題
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

日
セ
メ
ン
ト
K
小
砂
利
を
混
ぜ
た
の
を
呑
纂
で
陸
か
ら
運
ぶ
も
の
が
あ
る
。
頬
髭
の
い
か

め
し
い
土
方
が
そ
れ
を
シ
ャ
ベ
ル
で
を
ら
し
て
ゐ
る
。
一
方
で
は
其
上
へ
驚
を
敷
い
て
、

向
ひ
合
っ
た
二
人
が
、
堂
突
き
で
、
よ
い
さ

r
{
1
と
突
い
て
居
た
。

(m
・
上

t
下
)

時
背
広
に
日
本
脚
紳
を
は
い
た
男
が
測
量
を
し
て
居
る
。
其
彼
方
で
、
丸
太
を
二
本
立
て
、

そ
れ
へ
貫
主
板
を
X
字
な
り
に
打
ち
つ
け
て
ゐ
る
者
が
ゐ
る
。
そ
し
て
、
其
下
の
油
の
ギ

ラ
ギ
ラ
浮
い
た
水
溜
で
顔
を
洗
っ
て
ゐ
る
女
労
働
者
が
あ
っ
た
。

(m
・
下
〉

例
日

-
mと
も
に
「
ル
・
ル
・
タ
」
が
見
ら
れ
る
。
他
陀
伺
じ
例
が
も
う
一
つ
見
ら
れ
る
。

「
×
・
×
・

0
」
の
形
で
あ
る
。
が
、

ζ

の
ば
あ
い
、
音
「
ル
」
が
二
つ
あ
り
、
音
「
タ
」

は
一
つ
で
あ
る
。
数
の
多
い
方
を
基
調
の
音
と
す
れ
ば
、
「

0
・
0
・
×
」
の
形
が
得
ら
れ

る
と
と
と
走
る
。
音
そ
の
も
の
の
差
異
を
無
視
し
て
、
段
落
の
構
成
と
い
う
点
か
ら
の
み
み

れ
ば
、
と
の
方
が
適
当
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
0
・
0
・
×
」
の
類
例
と
認
め
る
と
と

と
も
で
き
工
う
。

「
0
・
0
・
×
」
の
形
式
を
、
一
段
落
申
の
最
終
文
K
破
調
の
音
の
文
が
位
置
す
る
形
式

乙
れ
の
類
例
は
、
文
の
数
三
以
外
の
段
落
に
も
見
出
さ
ね
る
。

と
す
れ
ば
、

口
竜
間
と
別
れ
た
事
は
何
と
い
っ
て
も
彼
に
は
淋
し
い
事
だ
っ
た
。
竜
岡
は
芸
術
に
は
門

外
漢
ら
し
い
顔
を
何
時
も
し
て
ゐ
た
が
、
自
身
の
仕
事
、
飛
行
機
の
製
作
、
殊
陀
盆
(
発
動

機
の
研
究
K
就
い
て
は
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
野
心
的
な
計
画
を
話
す
時
な
ど
K
は
彼

は
腹
か
ら
の
熱
意
を
一
示
し
、
よ
く
元
奮
し
た
。
謙
作
は
仕
事
は
異
っ
て
い
た
が
、
さ
う
云

ふ
竜
岡
を
見
る
事
で
常
K
い
い
刺
激
を
受
け
た
。
今
、
さ
う
い
ふ
友
を
近
〈
に
失
っ
た
彼

は
本
統
に
淋
し
い
気
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
(
印
・
下

l
m
・
上
〉

「
9
・
タ
・

9
・
ル
」
が
見
ら
れ
る
。
と
の
他
に
「
タ
・
ヲ
・
ヲ
・
タ
-

h

ア
・
タ
・
ル
」
と

い
う
の
が
一
例
、
「
ヲ
・
タ
・
タ
-

A

ツ
・
ガ
」
と
い
う
の
が
一
例
、
さ
ら
に
、
段
溶
の
、
最

後
の
文
の
末
尾
が
指
定
の
助
動
調
「
だ
」
で
、
「
ヲ
・
タ
・
タ
・
ダ
」
と
い
う
の
が
一
例
克

ら
れ
る
。
文
の
数
三
の
段
落
の
「

0
・
0
・
×
」
と
い
う
形
以
下
、
段
溶
の
最
後
の
文
の
、

末
尾
の
音
が
破
識
の
音
で
あ
る
と
い
う
一
類
を
認
め
る
と
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
文
の
数
三
の
段
落
を
中
心
と
し
た
考
察
は
以
上
で
終

D
、
次
に
、
文
の
数
四
以
上

の
段
落
で
従
来
と
り
あ
げ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
に
移

P
た
い
。

ま
ず
、
次
の
よ
う
左
例
が
あ
る
。

日
後
年
私
は
、
何
故
そ
れ
程
、
困
り
も
し
左
い
の
に
祖
父
は
あ
ん
ま
暮
ら
し
方
を
し
た
ら

う
と
、
主
〈
考
へ
た
。
月
々
因
ら
ぬ
だ
け
の
金
は
父
か
ら
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
左

の
に
、
祖
父
は
が
ら
〈
た
道
具
の
売
-P貿
ひ
を
し
た

p
、
が
ら
く
た
道
具
屋
の
競
売
に
家

を
貸
し
て
席
料
を
取
っ
た
り
し
た
。
ま
う
け
づ
く
以
上
、
組
父
の
趣
味
の
や
う
に
も
思
へ
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〈

u
・
上
1
下
)

「
タ
・
ル
・
タ
・
タ
」
が
見
ら
れ
る
。
「

0
・
×
・

0
・
0
」
の
形
で
あ
る
。
段
落
の
第
二

文
が
破
調
の
音
で
あ
る
形
式
と
み
る
。
そ
の
意
味
で
の
類
例
に
は
、
「
ヲ
・
ル
・
タ
・
タ
・

タ
・
タ
・
」
が
二
例
見
ら
れ
る
。
他
に
第
二
文
の
末
尾
が
指
定
の
劫
動
調
で
あ
る
「
タ
・
ダ

・
亨
・
ヲ
・
空
」
が
一
例
、
「

9
・
ダ
・
・
タ
・
・
ヲ
・
タ
・
タ
-

h

乙
が
一
例
見
ら
れ
る
。

次
の
よ
う
左
例
も
あ
る
。

四
塩
屋
、
舞
子
の
海
岸
は
美
し
か
っ
た
。
タ
映
を
映
し
た
夕
な
ぎ
の
海
に
、
岸
近
く
小
舟

で
軽
〈
揺
ら
れ
念
が
ら
、
胡
坐
を
か
い
て
、
網
を
つ
く
ろ
っ
て
ゐ
る
船
頭
が
あ
る
。
白
い

砂
浜
の
松
の
根
か
ら
長
〈
綱
を
延
ば
し
て
、
も
う
夜
泊
の
支
度
を
し
て
ゐ
る
漁
船
が
あ
る
。

謙
作
は
楽
し
い
気
持
で
、

ζ

れ
ら
を
眺
め
て
ゐ
た
。
そ
し
て
汽
車
が
進
む
に
従
っ
て
夜
が

近
づ
い
た
。
彼
は
又
睦
む
〈
左
っ
た
。
眼
ま
ぐ
る
し
い
、
寝
不
足
続
き
の
生
活
の
後
で
は

幾
ら
眠
っ
て
も
眠
足
り
な
か
っ
た
。
彼
は
食
堂
へ
行
っ
て
、
簡
単
左
食
事
を
済
ま
す
と
、

和
服
に
着
か
へ
て
空
い
て
ゐ
る
座
席
に
長
〈
な
っ
た
。
そ
し
て
十
一
時
頃
ボ
l
イ
陀
起
さ

れ
、
尾
の
道
で
下
車
し
た
。
ハ

m
・
上
〉

プモ。
「
タ
・
ル
・
ル
・
・
ヲ
・
・
タ
・

9
・
タ
・
タ
・
タ
」
が
見
ら
れ
る
。
第
二
文
と
第
三
文
の
、
末

尾
の
音
が
破
調
の
音
で
あ
る
。
連
続
し
て
い
る
破
調
の
音
を
一
・
ま
と
め
と
し
て
考
え
る
と
、

「
0
・
×
・

G
・
O

・
-
:
・
:
:
」
の
形
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
類
例
に
は
、
「
タ
・
カ

・
ル
・
タ
・
タ
・
タ
」
が
一
例
見
ら
れ
る
。
段
溶
の
、
第
二
文
或
い
は
第
二
文
相
当
個
所
に
、

破
調
の
音
の
文
が
位
置
す
る
一
類
を
認
め
る
と
と
が
で
き
る
上
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し

て
次
の
よ
う
左
例
も
る
る
。
指
定
の
助
動
調
「
だ
」
で
終
る
文
、
い
わ
ゆ
る
形
容
動
調
の
語

尾
の
「
だ
」
で
終
る
文
を
含
む
段
落
で
み
鳴
る
。

却

二

度

目
K
登
喜
子
と
会
ふ
前
と
後
で
は
不
思
議
な
程
に
謙
作
の
気
持
は
変
っ
て
ゐ
た
。

彼
は
今
も
登
喜
子
を
美
し
〈
思
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
好
き
だ
。
然
し
英
美
し
〈
恩
ひ
方
も
、

好
き
方
も
、
前
の
変
に
重
々
し
〈
息
苦
し
か
っ
た
時
に
較
べ
て
、
妙
に
軽
快
念
も
の
に
な

っ
て
居
た
。
・
彼
は
漸
〈
落
ち
着
け
た
。
彼
は
前
の
自
分
を
想
ひ
、
全
体
何
を
目
が
け
て
、

あ
れ
程
に
も
力
癒
を
入
れ
、
あ
れ
程
に
も
一
人
先
走
り
し
た
も
の
か
解
ら
左
い
気
が
し
た
。

ハ
日
・
上
〉

幻
彼
は
寝
左
が
ら
持
っ
て
来
た
本
を
誌
げ
た
が
、
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
に
惹
き
込
ま
れ
て

行
か
左
か
っ
た
。
暗
い
淋
し
い
気
持
が
廻
り
か
ら
締
め
つ
け
て
来
る
。
彼
は
そ
れ
に
な
さ

へ
ら
れ
、
身
動
き
も
な
ら
ず
、
只
凝
然
と
し
て
居
る
よ

p
仕
方
な
い
気
持
だ
っ
た
。
実
K

静
か
な
夜
だ
。
そ
し
て
寒
く
、
火
の
あ
る
部
屋
で
も
頬
は
冷
え
ノ
て
と
、
未
だ
足
の
先
は

温
ま
h
y
き
ら
ず
に
ゐ
た
。

(
附
・
上
)

例
却
に
は
「
タ
・
ル
・
ダ
・
タ
・
タ
・
タ
」
が
、
例
引
に
は
「
.
h

ア
・
ル
・
タ
・
ダ
・
タ
」
が

見
ら
れ
る
。
「
ダ
」
を
破
調
の
音
と
み
な
け
れ
ば
、
両
者
と
も
に
第
二
文
が
破
謁
の
音
の
文

で
お
る
段
落
と
み
ら
れ
る
。
「
ダ
」
を
破
調
の
音
と
み
れ
ば
、
例
却
は
、
第
二
文
の
「
ル
」

と
第
三
文
の
「
ダ
」
と
を
一
ま
と
め
に
し
て
、
第
二
文
相
当
個
所
に
、
破
調
の
音
の
文
が
あ

る
例
と
認
め
ら
れ
る
。
例
幻
は
、
後
に
あ
げ
る
、
基
調
の
音
と
破
調
の
音
と
が
交
互
に
あ
ら

わ
れ
る
一
類
に
移
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。

次
K
、
量
的
に
も
っ
と
も
多
〈
、
特
色
あ
る
一
類
に
移
る
こ
と
と
す
る
。

辺
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
雨
が
落
ち
て
来
た
。
三
人
は
可
成
り
疲
れ
て
属
た
。
結
局
其
辺
の
茶
屋

で
少
し
休
ん
で
行
〈
事
に
し
た
。
筆
太
に
色
々
念
屋
号
を
書
い
た
行
燈
を
一
出
し
た
同
じ
ゃ

う
念
家
が
両
側
に
軒
を
並
べ
て
居
る
。
三
人
は
い
い
加
減
に
西
緑
と
書
い
た
、
其
一
軒
に

入
っ
た
。
(
川
品
・
下
〉

-38ー

「
タ
・
タ
-

A

ツ
・
ル
・
守
」
が
見
ら
れ
る
。
段
落
の
終
り
か
ら
二
番
目
の
文
が
、
破
調
の
立
回

の
文
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
の
認
め
ら
れ
る
類
例
は
多
く
、
注
目
す
べ
き
一
類
か
と
思
わ

れ
る
。
類
例
と
し
て
は
、
「
タ
・
タ
・
ル
・
ヲ
」
が
二
例
、
「
タ
・
タ
-

h

ツ
・
タ
・
ル
・
タ
」

が
一
例
、
「
タ
・
ヲ
・
タ
・
ヲ
・

9
・
ル
・
タ
」
が
一
例
見
ら
れ
る
。
他
に
「
タ
・
タ
・
イ

・
タ
」
が
二
例
、
「
タ
・
ヲ
・
タ
・
イ
・
タ
」
が
一
例
見
ら
れ
る
。
指
定
の
助
動
認
「
だ
」

が
、
終
り
か
ら
二
番
目
の
文
の
末
尾
に
あ
る
も
の
も
一
例
あ
る
。

次
の
よ
う
左
例
も
あ
る
。

お
景
色
は
い
い
処
だ
っ
た
。
寝
ζ

る
ん
で
ゐ
て
色
々
な
も
の
が
見
え
た
。
前
の
島
に
造
船

所
が
あ
る
。
其
処
で
朝
か
ら
カ

l
ン
カ

l
ン
と
鉄
縫
を
響
か
せ
て
居
る
。
同
じ
島
の
左
手

の
山
の
中
腹
に
石
切

P
場
が
あ
っ
て
、
松
林
の
中
で
石
切
人
足
が
絶
え
ず
唄
を
歌
ひ
左
が

ら
石
を
切

P
出
し
て
ゐ
る
。
其
声
は
市
の
遥
か
高
い
処
を
通
っ
て
直
接
彼
の
ゐ
る
処
に
聴



(
凶
・
上
〉

「
空
・
タ
-
ル
・
ル
・
ル
・

9
」
が
見
ら
れ
る
。
第
三
文
・
第
四
文
・
第
五
文
の
音
「
ル
」

を
破
調
の
音
と
し
て
一
ま
と
め
に
す
る
と
「

0
・
0
・
×
・

0
」
の
形
が
得
ら
れ
る
と
と
に

在
る
。
類
例
と
し
て
は
、
「
・
タ
・
ヲ
・

9
・
タ
・
ル
・
ル
・
・
タ
」
が
一
例
見

b
れ
る
。
こ
れ

ら
の
例
も
含
め
て
「

0
・
0
・
:
:
・
:
:
×
・

0
」
の
一
類
を
認
め
る
と
と
が
で
き
エ
ぅ
。

一
段
落
申

κ、
破
調
の
音
の
文
が
一
回
だ
け
見
ら
れ
る
段
落
の
ほ
と
ん
ど
は
す
で

κあ
げ

た
。
残
る
は
三
例
の
み
で
あ
る
。

え
て
来
た
。

お
彼
は
未
だ
唾
む
か
つ
た
。
四
五
白
続
い
た
寝
不
足
は
、
二
時
間
ば
か
り
の
睡
眠
で
は
何

に
も
な
ら
左
か
っ
た
。
彼
は
又
寝
床
へ
入
っ
た
。
船
は
可
成
胞
揺
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
船

室
が
船
尾
花
近
い
為
め
K
、
舵
を
動
か
す
太
い
鎖
が
絶
え
ず
グ
ロ
ツ
/
¥
と
変
な
響
を

た
て
る
。
そ
れ
が
耳
に
つ
い
て
眠
れ
左
か
っ
た
。
ダ
ン
ノ
¥
/
¥
と
云
ふ
機
関
の
音
K
混

っ
て
、
推
進
機
陀
押
さ
れ
る
、
シ
ヤ
ア
f
〈
1
と
云
ふ
水
音
も
聴
え
た
。
ハ
四
・
上
〉

「骨
-

h

ツ
-

h

ツ
・
空
・
ル
-

h

ツ
・
タ
」
が
見
ら
れ
る
。
残
る
二
例
も
「
タ
・
タ
・
タ
・
ル
-

h
?

・
タ
」
「
空
・
ヲ
・
タ
・
ク
・
タ
・
タ
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
段
落
の
終
り
か
ら
三
番
目

の
文
が
破
調
の
音
の
文
で
あ

p
、
「

0
・
0
・
:
:
:
:
・
×
・

0
」
と
い
う
形
の
一
類
を
認
め

る
と
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
類
型
を
一
応
こ
こ
で
整
理
し
て
み
た
い
。
破
調
の
音
の
文
が
一
回
だ
け
見

ら
れ
る
段
落
k
b
い
て
は
次
の
よ
う
な
六
種
の
類
型
が
得
ら
れ
る
。
段
落
の
第
一
文
が
破
調

の
音
の
文
で
あ
る
一
類
〈
A
)
、
第
二
文
及
び
第
二
文
相
当
個
所
に
破
調
の
音
の
文
が
位
置

す
る
一
類
(

B

)

、
段
落
の
真
中
の
文
が
磁
調
の
音
の
文
で
あ
る
一
類

(
C
〉
、
段
落
の
終

り
か
ら
三
番
目
の
文
が
破
調
の
音
の
文
で
あ
る
一
類
ハ
D
〉
、
終
り
か
ら
二
番
目
の
文
及
び

二
番
目
相
当
個
所
に
破
調
の
音
の
文
が
位
置
す
る
一
類
(

E

)

、
一
番
終
り
の
文
が
破
調
の

音
の
文
で
あ
る
一
類

(
F
〉
と
い
う
類
型
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
か
な
り
整
然
と
し
た
分
類
が
得
ら
れ
る
と
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
文

の
数
が
ふ
え
て
も
、
す
べ
て
こ
の
類
型
に
会
さ
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
と
の
申
に
は
か

念
h
J
特
徴
的
念
事
実
も
見
出
さ
れ
る
。
第
一

K
、
(

B

)

と

(
E
〉
と
が
「
第
二
文
及
び
第

「
終
り
か
ら
二
番
目
の
文
及
び
二
番
目
相
当
個
所
」
と
い
う
形
で
と
h
y
あ

二
文
相
当
個
所
」

げ
ら
れ
る
と
い
う
と
と
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
ば
あ
い
に
限
り
、
破
調
の
音
の
文
が
こ
っ
以

上
連
続
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
相
当
個
所
」
と
凶
う
名
称
で
あ
ら
わ
し
た
わ

け
で
あ
る
。
他
の
、

A
・
C
・
D
-
F
O
ば
あ
い

K
は
こ
う
し
た
こ
と
は
見
ら
れ
左
い
。
段

落
の
始
め
か
ら
に
し
ろ
、
終
り
か
ら
に
し
ろ
、
二
番
早
と
い
う
位
置
に
共
通
し
て
、
と
う
し

た
事
実
の
見
ら
れ
る
と
と
に
は
注
目
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
第
二

K
、
(

A

)

と

(
F
〉
K
つ

い
て
、
例
5
・
6
及
び
例
目

-mや
例
M
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
同
型
の
段
落
を
連
続
し
て

く
り
か
え
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
左
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
第
三
K
、

(
A
〉

に
つ
い
て
、
第
一
文
の
破
調
の
音
の
文
に
続
〈
、
第
二
文
が
接
続
詞
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
る

と
同
う
と
と
が
あ
る
。
他
の
ば
あ
い
に
も
、
た
と
え
ば
例
9
や
例
加
の
よ
う
に
、
破
調
の
立
回

の
文
に
続
〈
文
が
接
続
詞
で
始
ま
る
例
は
見
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
で
は
左
〈
、
む

し
ろ
少
数
例
の
側
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
文
が
破
調
の
音
で
あ
る
(

A

)

の
特
殊
性
が

考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
終
り
に
、
第
三
文
が
破
調
の
音
の
文
で
あ
る
と
い
う
類

・
型
を
見
出
せ
念
い
と
と
が
注
目
さ
れ
る
。
終
h
y
か
ら
三
番
目
の
文
が
厳
調
の
音
の
文
で
あ
る

と
い
う
類
型
は
あ
る
の
に
、
と
の
類
型
は
見
出
さ
れ
を
い
の
で
あ
る
。

・
ま
と
め
て
言
え
ば
、
第
一
に
、
類
型
は
か
念
り
整
然
と
し
て
な

p
、
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(

B

)

と

(
E
〉
と

い
う
対
比
や
(

A

)

と
(

F

)

と
い
う
対
比
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第

二
K
、
(

A

)

と
い
う
類
型
は
、
そ
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
内
容
と
の
関
連
K
問
題
が

歩
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
音
調
争
も
含
む
形
式
の
上
の
み
で
は
な
り
た
た
な
い
の
で
は
左
い

か
と
い
う
と
と
(
内

F
V
K
つ
い
て
も
内
容
と
の
関
連
と
い
う
点
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
)
・

第
三
文
が
破
調
の
音
の
文
で
あ
る
類
型
が
見
ら
れ
な
い
と
と
を
あ
わ
せ
考
え
て
、
破
調
の
立
自

の
文
の
あ
ら
わ
れ
る
位
置
に
制
約
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
れ
ら
は
い
ず
れ
も
混
合
の
段
穫
に
な
い
て
も
、
破
調
の
音
の
文
が
で
た
ら
め

に
あ
る
わ
け
で
左
〈
、
そ
の
あ

D
よ
う
に
か
左

-D整
然
た
る
と
と
の
い
の
あ
る
こ
と
を
、
音

声
と
い
う
面
に
か
い
て
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
、
と
う
し
た
傾
向
は
絶
対
的
左
傾
向
で
は
な
い
。
内
容
の
要
求
す
る
と
ζ

ろ
左
ど
K

よ
h
y
、
形
式
が
動
か
さ
れ
る
と
と
は
当
然
あ
り
得
る
と
し
左
け
れ
ば
左
ら
念
い
。
に
も
か
か

と
う
し
た
傾
向
の
あ
一
る
と
と
も
無
視
で
き
念
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

わ
ら
ず
、



終
り
に
破
調
の
立
自
の
文
が
、

に
記
し
て
公
き
た
い
。
す
で
に
あ
げ
た
も
の
を
除
い
て
十
例
あ
る
。

一
段
落
申

K
二
度
以
上
あ
ら
わ
れ
る
ば
あ
い
に
つ
い
て
簡
単
?
で
あ
っ
た
と
も
思
え
左
い
の
で
あ
る
。

お
日
本
橋
の
仮
橋
へ
来
た
。
土
台
を
築
く
た
め
に
囲
を
し
た
、
其
中
へ
浸
み
込
む
水
を
石

油
エ
ン
ヂ
ン
で
絶
え
ず
汲
み
出
し
て
居
る
。
亜
鉛
板
の
変
に
反

P
か
へ
っ
た
屋
根
か
ら
、

細
い
の
と
太
い
の
と
こ
本
の
煙
突
が
出
て
ゐ
て
、
細
い
方
は
ス
ポ
ツ
ノ
ー
¥
と
勢
ひ
ょ
く

蒸
気
を
吐
く
度
震
へ
て
居
た
。
そ
し
て
太
い
万
は
赤
さ
び
て
、
其
頭
か
ら
元
気
の
念
い
畑

を
僅
か
に
た
て
て
ゐ
る
。
(
凶
・
上
)

「
・
タ
・
ル
・
タ
・
ル
」
が
見
ら
れ
る
。
「

0
・
×
・

0
・
×
」
の
形
で
あ
る
。
他
陀
同
じ
例

は
念
い
。
が
、
す
で
に
あ
げ
た
「
タ
・
ル
・
タ
・
ダ
・
タ
」
の
「
ダ
」
を
破
調
の
音
と
認
め

れ
ば
類
例
と
な
る
。
ま
た
、
前
に
一
不
す
と
と
だ
け
し
て
な
い
た
「
ク
・
ル
・
ス
・
ル
・
ス
」

の
う
ち
に
「
ル
・
ス
-
ル
・
ス
」
と
い
う
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
他
に
「
タ
・
ル

・
ヲ
・
ル
・
タ
・

9
・
タ
-
h
?
」
「
ム
・
タ
・
ル
・
ヲ
・
タ
・
'
タ
」

「
タ
・
・
タ
・
ム
-
b
f

・

ル
-
-
タ
・
ル
・
ヲ
・
世
-
タ
」

「
ヲ
・
タ
・
タ
・
イ
・
ん
ツ
・
ム
-

h

ツ」

K
「
タ
・
ル
-
-
タ

ル
」
「
ム
・

9
・
ル
・
空
」
「
ム
・
ヲ
・
ル
・
タ
・
ル
・
タ
」
「
イ
・
タ
・
ム
・
タ
」
と
い

う
部
分
が
見
出
せ
る
と
も
言
え
よ
う
。
一
応
、
基
調
の
音
の
文
と
破
調
の
音
の
文
と
が
交
互

K
あ
ら
わ
れ
る
段
落
も
あ
る
と
し
て
処
理
し
て
な
く
。

以
上
の
他
に
、
例
外
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
四
例
見
ら
れ
る
。

・
タ
・
安
-
b
7

・
安
・
タ
-
タ
-

h

ツ
・
ル
・
ク
-
タ
」
が
一
例
、

-
イ
・
タ
・
タ
」
が
一
例
、
「
タ
・
ヲ
・
タ
・
ル
・
ル
・
タ
・
タ
・
タ
・
ル
・
ル
・
ル
・
タ
」

が
一
例
、
「
ヲ
-
h
?

・
タ
・
タ
・
タ
・
タ
・
ル
・
ル
・
ス
・
ル
・
タ
・
タ
・
タ
・
ス
」
が
一

例
と
い
う
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
従
来
の
分
類
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
説
明
の
つ
き
そ
う
左
も
の

も
あ
る
が
、
類
型
と
し
て
指
摘
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
外
と
す
る
。
一
般
に
、
一
段

一寸ー「

タウ

イ Jレ

タタ

タタ

ルヲ

落
申

K
、
二
つ
以
上
の
破
調
の
音
の
文
が
み
ら
れ
る
ば
あ
い
、
そ
の
あ

P
ょ
う
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
四
つ
の
、
例
外
と
認
め
る
例
も
出
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、
と
れ
は
三
百
七
十

二
段
申
の
四
段

K
す
ぎ
左
い
。
混
合
の
段
落
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
六
十
四
段
の
一
割
K
も

み
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
う
し
た
例
外
の
あ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
以
上
の
調
査
が
無
意
味

第
一
の
作
業
に
な
凶
て
、
「
暗
夜
行
路
」
は
、
音
調
の
上
で
の
強
弱
、
速
度
の
変
化

κ富

む
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
第
二
の
作
業
K
-砕
い
て
は
、
文
の
末
阜
の
音
が
「
た
」
と

い
う
一
定
の
音
の
み
で
あ
る
段
落
が
多
く
、
ま
た
、
破
調
の
音
の
文
が
ま
じ
る
段
落
に
な
い

て
も
、
少
く
と
も
一
回
だ
け
破
調
の
音
の
文
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
段
落

。
構
成
が
か
念
79整
然
と
し
た
も
の
で
お
る
と
考
え
ら
れ
た
。
段
落
の
構
成
自
体
に
つ
い
て

言
え
ば
、
安
定
性
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
変
化
K
富
ん
だ
様
相
と
安
定

性
の
認
め
ら
れ
る
あ
り
よ
う
と
の
程
よ
い
バ
ラ
ン
ス
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

は
で
き
ま
い
か
。

特
殊
左
考
察
で
あ
り
、
不
十
分
な
点
も
、
気
の
つ
か
な
い
点
も
多
く
見
ら
れ
る
と
思
う
。

一
つ
の
ζ

こ
る
み
と
し
て
御
叱
正
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

，
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
昭
和
三
十
八
年
に
念
っ
た
初
一
稿
を
あ
ら
た
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

後
、
昭
和
四
十
三
年
に
「
表
現
研
究
」
第
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
段
落
論
!
文
章
研
究
の

た
め
に
l
」
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
段
落
の
形
式
一
回
K
対
す
る
考
察
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
「
段
落
論
」
は
、
そ
の
内
容
一
自
に
対
す
る
考
察
と
い
う
こ
と
K
左
ろ
う
か
。

両
者
の
接
点
と
念
る
と
こ
ろ
K
、
段
務
の
持
つ
複
雑
性
が
ひ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ

Q

。
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