
率
に
一
致
し
'
い
わ
ば
総
現
数
の
縮
少
版
た
り
得
る

の
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
四
季
部
に
限
定
し
て
'
前
章
の
基
準
に

従
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
'
表
正
の
よ
-
に
な
る
o

こ
の
裏
か
ら
結
論
づ
け
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
が
'

入
代
叩
蠎
Q
j
f
;
/
」
・
'
.
 
'
;
ふ
ヤ
÷
三
手
が
蝣
)
 
"
)
-
-
に
は
な
り
は

よ
う
。

の
　
古
今
集
'
後
撰
集
'
拾
退
集
の
い
わ
ゆ
る
三
代

環
は
、
ほ
ぼ
古
今
集
の
釆
列
を
辿
る
も
の
で
'
拾

空
集
あ
た
り
が
'
古
今
的
世
界
の
限
界
で
は
な
か

っ
た
か
。
(
%
が
ほ
ゞ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
)

松
　
拾
t
#
S
s
i
R
拾
退
琵
^
O
E
i
に
A
<
'
刊
f
c
a
'
-
K
-
J
よ

む
姿
勢
か
ら
も
、
時
代
間
隔
か
ら
も
'
明
か
に
一

眼
　
引
蝣
f
j
れ
る
。
す
な
1
-
.
+
-
:
代
指
　
ぺ
に
J
'
n
つ
て

ほ
じ
の
て
和
歌
は
、
転
換
期
に
入
っ
た
。
こ
の
頃

か
ら
新
古
今
賃
へ
の
荊
芽
が
用
意
さ
れ
は
じ
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。

㈱
　
新
古
今
袋
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
'
一
類
A
の

「
ら
む
」
か
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
換
言
す
れ
ば
'
そ
れ
だ
け
物
を
解
釈
す
る
よ

う
な
態
度
を
捨
て
て
き
た
こ
と
・
を
意
味
す
る
O
古

今
的
世
界
と
新
古
今
的
世
界
の
相
違
を
琴
見
る
上

で
C
半
べ
W
"
j
-
-
'
J
-
t
f
-
り
H
よ
う
。

所
古
今
に
磐
し
い
傾
向

を
見
せ
る
'
純
体
言

止
の
歌
数
率
を
調
べ

み
た
。

こ
の
表
か
ら
見
て

も
三
代
賃
の
世
界
か

ら
t
 
i
H
古
へ
-
」
蝣
'
'
'
<
"
¥
世

界
へ
の
変
遷
が
あ
る

程
度
解
せ
よ
う
。

拾
.
q
斑
と

の
問
に
区
切
の
あ

る
こ
と
も
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
ま
い

・f.'o

(
本
学
四
年
)

「
和
泉
式
部
日
記
」
の
構
成

-
　
第
三
者
的
描
写
の
考
察
か
ら
　
-

笹
　
　
井
　
　
伊
　
久
　
子

E
f
f
i
児
眉

「
和
泉
式
部
日
記
」
の
叙
述
両
で
の
特
色
に
'

『
第
三
者
的
描
写
』
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
'

凹
,
M
人
公
が
直
t
.
拭
体
験
し
得
な
い
は
ず
の
串
柄

を
'
推
量
や
伝
聞
の
形
で
は
な
く
、
第
三
者
の

散
点
か
ら
客
紋
的
に
描
い
て
い
る
。

仰
　
主
人
公
を
、
第
三
人
称
で
書
い
て
い
る
。

と
い
-
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
今
ま
で
'
作
者
は
誰
か
と
い
う
角
度
か
ら

問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
が
'
こ
こ
で
'
さ
ら
に
別
の

角
度
か
ら
'
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

宮
ひ
さ
し
-
も
な
り
ぬ
る
か
な
と
お
ぼ
し
て
'
御

文
つ
か
は
す
に
'
わ
ら
は
'
「
一
日
ま
か
り
て
さ

ぷ
ら
ひ
し
か
は
'
い
し
山
に
な
ん
の
こ
の
ご
ろ
お

は
し
ま
す
な
る
」
と
申
さ
す
れ
ば
へ
「
さ
は
'
け
ふ

ほ
く
れ
ぬ
。
つ
と
め
て
ま
か
れ
」
と
て
御
ふ
み
か

か
せ
給
ひ
て
給
は
せ
て
、
い
し
山
に
ゆ
き
た
れ
ば
、
L

軒
の
御
ま
へ
に
は
あ
ら
で
,
ふ
る
さ
と
の
み
懸
し

tosho-seibi-repo
長方形



く
く
t
　
か
1
る
あ
り
き
も
、
ひ
き
か
へ
た
る
身
の

い

　

　

　

　

　

一

∵

　

蝣

.

・

¥

>

'か
う

ま
め
や
か
に
偶
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
に
'
高

ら
ん帖

の
し
も
の
か
た
に
人
け
は
ひ
の
す
れ
ば
'
あ
や

し
く
て
み
お
ろ
し
た
れ
は
'
こ
の
わ
ら
は
な
り
。

(
3
p
浩
J
.
文
相
t
f
　
&
<
&
)

こ
こ
で
は
'
前
半
'
式
部
に
は
見
え
な
い
は
ず
の

情
景
が
'
第
三
者
の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
'
い
つ
し
か
「
い
と
も
の
が
な
し
-
て
」
と

一
人
称
的
な
心
情
の
吐
記
と
な
り
'
主
人
公
の
視
点

で
落
芳
い
て
い
る
。

こ
の
よ
-
な
'
第
三
者
的
描
写
の
一
貫
を
妨
げ
る

視
点
の
変
化
は
'
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
か
ら
'
考
え
を
近
め
て
み
た
い
。

第
一
撃
　
移
り
ゆ
く
心
情

ま
ず
、
和
泉
式
部
の
心
情
に
'
目
を
と
埼
て
み

た
。か

ら
う
じ
て
お
は
し
ま
し
て
、
　
蝣
・
(
鴎
)

「
い
ざ
た
ま
へ
、
こ
よ
ひ
は
か
り
。
人
も
み
ね
所

あ
り
。
心
の
ど
か
に
も
の
な
ど
も
き
こ
え
ん
」
と

我
に
も
あ
ら
で
の
り
ね
.

人
も
こ
そ
き
け
と
恩
ふ

-
　
い
け
ば
'

い
た
う
よ
ふ
け
に
け
れ
は
し
る
人

も
な
し
。
や
を
ら
人
も
な
き
ら
り
に
さ
し
よ
せ
て
'

お
り
さ
せ
給
ひ
ね
。
「
月
も
い
と
あ
か
け
れ
ば
、

お
-
*
1
I
,

・
r
.
-
'
'
:
-
'
・
>
-
蝣
'

.
'
'
:
・

辛
-
に
て
お
り
ぬ
。

「
さ
り
や
'
人
も
な
き
所
ぞ

か
し
。
い
ま
よ
り
は
か
や
-
に
て
を
き
こ
え
ん
。

人
な
ど
の
あ
る
を
り
に
や
と
恩
へ
は
'
つ
ゝ
ま
し

う
」
な
ど
も
の
が
た
り
あ
ほ
れ
に
し
給
ひ
て
'
あ

け
ぬ
れ
は
く
る
ま
よ
せ
て
の
せ
給
ひ
て
'
「
御
お

く
り
に
も
ま
ゐ
る
べ
け
れ
ど
へ
あ
か
く
な
り
ぬ
ぺ

け
れ
ば
'
ほ
か
に
あ
り
と
人
の
み
ん
も
あ
い
な
く

な
ん
」
と
く
と
ゞ
ま
ら
せ
給
ひ
ね
。
女
み
ち
す
が

ら
、
あ
や
し
の
あ
り
き
や
'
人
い
か
に
こ
お
も
は
む

A
J
恩
q
.
。
卸
町
は
の
の
和
す
が
た
の
な
べ

て
な
ら

す
み
え
つ
る
も
'

お
も
ひ
い
で
ら
れ
て
'

よ
ひ
ど
と
に
か
へ
し
は
す
と
も
い
か
で
な
は

′

ノ

ー

7

　

ノ

_

ノ

、

ノ

、

ノ

　

ノ

　

1

-

P

・

ノ

C

ノ

_

!

ノ

'

/

ノ

ー

ノ

~

　

!

ノ

　

ノ

;

′

、

あ
か
つ
き
お
き
を
君
に
せ
さ
せ
じ

く
る
し
か
り
け
り
」
と
あ
れ
ば
'

あ
さ
露
の
お
く
る
思
ひ
に
く
ら
ぶ
れ
ば

た
ゞ
に
か
へ
ら
ん
よ
ひ
は
ま
さ
れ
り

ざ
ら
に
か
1
る
こ
と
は
き
か
じ
。
よ
さ
り
は
か
た

ふ
た
が
り
た
り
。
御
む
か
へ
に
ま
ゐ
ら
ん
」
と
あ

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
同
　
c
^
S
-
p
h
S
)

て
革
を
さ
し
よ
せ
て
た
ゞ
の
せ
に
の
せ
給
へ
は
'

i
s
誠
H
S
呂

こ
こ
に
は
'
式
部
の
心
情
の
推
移
が
み
ら
れ
る
。

「
串
を
さ
し
上
せ
て
た
ゞ
の
せ
に
の
せ
拾
」
う
宮

の
一
方
的
な
行
動
に
押
し
流
さ
れ
て
、
「
我
に
も
あ

ら
で
」
乗
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
'
式
部
は
耐
え
難

い
も
の
に
思
っ
た
の
で
あ
ろ
-
。
そ
の
耐
・
ズ
難
さ

に
'
「
人
も
こ
そ
き
け
」
と
'
容
赦
も
な
く
自
分
を

つ
き
離
し
て
し
ま
う
。
「
月
も
い
と
あ
か
け
れ
ば
'

お
り
ね
」
と
「
し
ひ
て
」
お
っ
し
ゃ
る
富
の
お
こ
と

ば
に
式
部
は
「
あ
さ
ま
し
き
や
-
に
て
」
茸
か
ら
降

り
る
。
「
あ
さ
ま
し
」
に
は
'
一
方
的
で
性
急
な
富

の
行
動
へ
の
非
難
の
気
持
と
共
に
'
そ
れ
を
非
難
し

な
が
ら
も
言
い
な
り
に
な
っ
て
し
ま
う
自
分
へ
の
'

自
頓
の
気
持
さ
え
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
明
け
方
の
途

す
が
ら
'
我
が
身
を
窄
駁
す
れ
ば
す
る
程
に
'
こ
ん

な
「
あ
や
し
の
あ
り
き
」
を
「
人
い
か
に
お
も
は

む
」
・
・
・
-
と
'
他
人
へ
の
思
惑
に
胞
は
痛
み
'
我
が

-
J
T
-
j
,
-
.
-
ミ
山
」
'
-
寸
に
は
お
れ
.
M
,
い
<
:
蝣
:
蝣
>
蝣
&
る
O

と
こ
ろ
が
'
こ
れ
ほ
ど
に
白
身
を
客
観
し
椙
て
い

た
は
ず
の
式
部
で
あ
り
な
が
ら
へ
富
の
「
あ
け
ぼ
の

の
御
す
が
た
の
な
べ
て
な
ら
ず
み
え
」
た
こ
と
を
思

い
浮
か
べ
る
と
'
ふ
と
へ
歌
を
書
き
お
-
る
。

『
管
ご
と
に
富
枝
を
お
か
え
し
し
て
で
も
へ
や
は

り
'
院
起
き
を
さ
せ
た
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
o
暁
の

お
別
れ
は
f
i
j
L
S
-
r
蝣
>
:
ざ
い
ま
-
>
-
i
:
-
1

「
-
る
し
か
り
け
ノ
P
」
で
は
、
す
で
に
他
人
へ
の

-Ill-



思
惑
を
考
え
る
な
ど
と
い
-
有
税
の
余
裕
は
消
え
'

そ
こ
に
あ
る
の
は
'
た
で
た
ゞ
宮
と
の
恋
の
成
就
を

希
う
'
せ
つ
な
い
女
心
の
た
ゆ
た
い
の
実
感
だ
け
で

あ
る
。

宮
を
も
式
部
自
身
を
も
冷
静
に
み
つ
め
得
て
い
た

I
D
E
人

轟
ル
が
、
'
V
'
L
i
蝣
・
・
"
,
;
'
門
1
E
T
i
V
i
-
i
w
y
'
.
i
'
i
-
:

の
世
界
に
埋
も
れ
て
ゆ
く
ー
。
・

蝣
・
・
蝣
・

什
∴
,

一
い
t
i
-
:
S
け
い
C
*
-
'
化
の

H
L
r
.
は
.
こ
う
L
t
J
t
,
'
-
-
L
-
-
-
,
.
.
-
-
,
.
.
・
'
.
」
・

す
い
「
心
情
の
揺
れ
」
の
反
映
t
と
み
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
軍
「
構
成
」
に
に
じ
む
心
情
推
移

°
°
°
°
°
°
°
°
°
Ⅰ
°
°

次
に
、
日
記
の
主
人
公
と
し
て
の
式
部
の
目
を
通

し
て
措
か
れ
て
い
な
い
所
を
第
三
者
的
描
写
の
部
分

と
呼
ん
で
'
そ
れ
が
作
品
全
体
に
ど
-
あ
ら
わ
れ
て

い
る
か
'
を
検
討
し
て
み
た
。

な
に
が
第
三
者
的
描
写
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か

に
注
目
す
る
と
'
そ
こ
か
ら
自
ず
と
'
作
品
の
切
れ

目
が
み
え
て
く
る
。

I/C*㌍

両
院
の
さ
わ
ざ

す
な
わ
ち
、
I
で
は
'
式
部
に
は
見
え
な
い
宮
の

行
動
が
'
第
三
者
的
描
写
の
主
な
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
描
写
は
'
す
べ
て
'
二
行
以
上
に

わ
た
る
長
い
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
で
は
そ
れ
と
対
照
的
に
'
す
べ
て
宮
の
心
情
が

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
描
写
も
'
I
と
は
比
較

は
-
!
i
-
-
リ
な
い
!
*
*
A
l
短
か
い
。

耳
で
は
'
官
と
式
部
を
と
り
ま
く
周
囲
の
様
子
が

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
文
店
本
で
六
ペ
ー
ジ
足
ら
ず

の
こ
の
部
分
の
、
ほ
と
ん
ど
が
、
第
三
者
的
描
写
で

あ
る
。

ォ

'

-

¥

と
こ
ろ
で
、
B
は
、
『
た
ま
く
ら
の
袖
』
と
い

i!"!

う
こ
と
ば
を
愛
の
記
と
し
て
、
二
人
の
心
が
い
よ
い

よ
結
ば
れ
て
ゆ
-
部
分
で
あ
る
。
B
を
経
て
第
三

i
!
"
5

者
的
描
写
の
対
象
と
方
法
が
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と

に
'
意
味
は
無
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
み

S
k

112

↑

(
真
実
の
愛
)

ー

】
M
置
E

日
'
X
r
v

恋
の
は
じ
ま
り

4

あ
は
れ
な
る
一
夜

(BXA)
ノー、　　　(

P49P 9
¥tm¥　じ

P49
P58L2
一、・.　J

l
<
T
t

(
1
0
㌍
一
Z両
院
入
り
ま
で

は
じ
め
'
宮
を
自
分
に
対
す
る
者
、
我
が
身
の
外

に
あ
っ
て
自
分
を
規
制
す
る
存
在
'
と
考
え
て
い
る

問
は
'
式
部
に
と
っ
て
'
官
を
堕
二
者
の
立
切
か
ら

客
観
者
に
み
つ
め
る
こ
と
は
'
大
切
で
あ
っ
た
と
思

ほ
E
-
E
S

と
こ
ろ
が
、
『
た
ま
く
ら
の
袖
』
に
愛
の
理
を
得

て
か
ら
は
'
式
部
は
'
も
は
や
式
部
一
人
で
は
あ
り

椙
な
く
な
る
O
我
-
f
!
再
の
-
」
に
{
S
v
-
i
-
f
つ
め
'
官

の
心
を
我
が
心
と
感
じ
た
式
部
に
は
'
も
う
官
の
行

動
を
み
つ
坊
る
必
要
も
な
-
な
っ
て
く
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
'
こ
の
作
品
の
「
構
成
」
に



も
'
先
に
み
た
'
窄
班
の
壮
界
か
ら
主
情
の
世
界
へ

と
'
ふ
と
し
た
契
機
で
移
っ
て
ゆ
く
式
部
の
心
情
が

そ
の
ま
ゝ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

・
ま
と
め

「
和
泉
式
部
日
記
」
に
み
ら
れ
る
第
三
者
的
描
写

は
、
今
ま
で
、
作
者
の
問
題
に
結
び
合
わ
せ
て
考
え

ら
れ
て
き
た
.
が
'
第
三
者
の
視
点
か
ら
書
き
起
さ

れ
た
笠
が
'
い
つ
か
一
人
称
的
な
心
情
を
吐
記
し
'

主
人
公
の
視
点
で
落
着
く
t
と
い
-
一
文
に
接
し
た

時
、
さ
ら
に
別
の
角
度
か
ら
第
三
者
的
描
写
を
考
え

て
み
た
い
へ
　
と
思
っ
た
。

i
/
r
.
三
溝
的
描
写
の
一
貫
を
妨
げ
る
3
^
0
,
蝣
{
蝣
-
'
化
の

原
因
は
、
客
観
の
世
界
に
安
ら
ぎ
得
ず
'
主
情
の
世

界
に
高
ま
り
増
も
れ
て
は
じ
妙
て
安
定
す
る
t
　
と
い

-
式
部
自
身
の
移
ろ
い
や
す
い
心
情
に
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
「
構
成
」
に
も
反
映
し
て
い

る
。

i*:.t

官
と
の
愛
の
記
念
と
し
て
'
式
部
は
「
作
品
」
に

思
い
出
を
托
そ
-
と
し
た
.
「
作
品
」
と
い
-
意
識

よ
み
が

は
'
超
え
る
思
い
出
を
第
三
者
的
描
写
の
対
象
に
す

る
だ
け
の
余
裕
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
'
ふ
と
『
た

泥
a
m

ま
く
ら
の
袖
』
の
思
い
出
に
過
ぎ
し
日
へ
と
誘
わ
れ

た
式
部
は
'
沸
き
上
が
る
慰
い
の
中
に
身
を
委
ね
て

L
T
i
・
り
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-
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?
諌
=
㌢
∵
v
.
'
^
V
i
C
r
O
s
f
に
r
l
つ
め

る
こ
・
j
j
p
可
牡
だ
っ
た
i
J
i
;
h
,

.
七
的
榊
㌍
T
に
、
蝣
;
J
¥
J

ゆ
く
。

こ
-
し
て
'
「
和
兵
式
部
日
記
」
の
構
成
は
'
式

+
4
-
C
ノ

¥
Z
0
-
4
p
C
・
も
そ
?
,
*
c
-
*
・
・
-
"
-
蝣
ユ
」
・
:
"
れ
て
蝣
'

蝣
・
'
)

た
。
そ
れ
は
又
へ
「
和
泉
式
部
日
記
」
が
式
部
の

心
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
へ
と
い
-
こ
と
で
も
あ

I
S(

i
r
^
B
^
)

「
春
風
馬
堤
曲
」
の
生
ま
れ
る
守
で

>
.
け
‥

野
　
　
津
　
　
姐
　
　
子

ll.ll

江
戸
期
に
お
け
る
行
情
詩
人
と
し
て
の
'
蕪
村
の

ユ
ニ
ー
ク
さ
は
'
彼
の
二
岩
の
詩
曲
「
北
寿
老
仙
を

い
た
む
」
と
「
春
風
民
現
地
」
に
よ
っ
て
、
じ
ゆ
う

ぷ
ん
に
う
か
が
え
る
と
思
う
。
と
り
わ
け
「
帝
風
馬

堤
曲
」
は
'
蕪
村
六
十
二
才
の
安
永
六
年
発
表
さ
れ

た
も
の
で
'
近
代
的
な
詩
人
の
才
能
の
総
て
が
凝
集

さ
れ
て
い
る
へ
　
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
す
ぐ
れ
た
行
惜

詩
と
な
っ
て
い
る
0
　
こ
の
詩
l
 
r
　
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
に
し
て
'
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
の
だ
ろ
-
か
o

新
原
退
拭
氏
は
、
そ
の
著
「
蕪
村
」
の
中
に
収
め

ら
れ
た
「
春
風
馬
堤
柏
の
源
流
」
と
い
う
論
文
で
,

こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
て
お
ら
れ
る
o
　
こ

こ
で
へ
　
こ
の
説
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

氏
は
'
ま
ず
「
辞
凪
馬
堤
曲
」
の
源
流
が
'
蕪
村

三
十
才
の
延
享
二
年
の
作
「
北
寿
賀
仙
を
い
た
む
」

に
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
L
t
J
指
摘
し
、
r
少
な
く
と
も
蕪

村
の
心
に
は
か
-
し
た
拙
文
へ
の
創
作
欲
が
、
苦
い

頃
か
ら
動
い
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
さ
ら
に
'
彼
が
こ
-
し
た
風
体
を
い
か
に
し
て

学
び
碍
た
か
に
つ
い
て
考
え
を
進
め
へ
　
こ
れ
が
こ
の

tosho-seibi-repo
長方形




