
が
あ
る
か
ど
う
か
で
系
統
が
大
き
く
分
か
れ
、
こ
の
場
面
が
な
い
場
合
、

退
治
さ
れ
た
狐
の
尾
か
ら
出
た
針
が
源
頼
朝
に
献
上
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
頼
朝
が
後
に
天
下
を
治
め
た
と
い
う
話
で
終
わ
る
。
一
方
、
こ
の

結
末
を
欠
き
、
源
翁
の
殺
生
石
の
説
話
を
持
つ
系
統
は
、
よ
り
能
と
近
い

関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
香
西
精
氏
は
玉
藻
前
と
殺
生
石
の
話
を「
は
じ
め
て

一
貫
し
た
物
語
の
形
で
ま
と
め
た
の
は
、
こ
の
能
の
作
者
で
あ
っ
た
ろ
う
」

（「
殺
生
石
―
作
者
と
本
説
」『
能
謡
新
考
』
所
収
）
と
《
殺
生
石
》
が

『
玉
藻
前
』
に
先
行
す
る
と
い
う
見
解
を
示
す
が
、
正
確
に
は
既
に
成
立

し
て
い
た
『
玉
藻
前
』
の
物
語
か
ら
《
殺
生
石
》
が
、そ
し
て
能
《
殺
生
石
》

に
よ
っ
て
『
玉
藻
前
』
に
殺
生
石
説
話
が
付
加
さ
れ
、も
う
一
つ
の
系
統
が

完
成
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、《
殺
生
石
》
か
ら
『
玉
藻
前
』
へ
の
影
響
の
可
能
性
に
つ
い
て

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
物
語
の
中
で
も
殺
生
石
説
話
の
部
分
は

《
殺
生
石
》
と
表
現
も
重
な
り
合
う
こ
と
が
多
く
、構
成
そ
の
も
の
も
能
に

非
常
に
近
い
と
言
え
る
。『
玉
藻
前
』
で
は
源
翁
（
能
で
は
ワ
キ
・
玄
翁
）
が

那
須
野
を
通
り
が
か
る
と
、
そ
こ
に
一
人
の
女
性
が
立
ち
現
れ
、
源
翁
に

殺
生
石
の
謂
れ
、
つ
ま
り
玉
藻
前
の
こ
と
を
物
語
っ
て
聞
か
せ
る
。

　

と
こ
ろ
で
源
翁
の
殺
生
石
済
度
の
話
は
、福
島
県
の
常
在
院
に
蔵
さ
れ
る

『
源
翁
能
照
大
和
尚
行
状
之
記
』
に
見
え
る
の
が
最
初
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

《
殺
生
石
》 

―
『
玉
藻
前
』
絵
巻
と
「
女
体
」
―

川
島
　
朋
子

　
　
　
　
　
　
　
　

応
召
進
之
。
進
被
返
下
」
と
見
え
る
ほ
か
、
文
明

年
間
に
は
「
玉
藻
前
物
語
」（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
紙
背
文
書
、

『
実
隆
公
記
』）、「
玉
も
の
前
と
云
女
房
の
物
語
さ
う
し
」（『
一
禅

御
説
』）
と
い
う
記
載
も
あ
る
。
赤
木
文
庫
旧
蔵
本
に
は
文
明
二
年

（
一
四
七
〇
）
の
奥
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
明
以
前
に
は
ま
と
ま
っ
た

形
の
玉
藻
前
の
物
語
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
物
語

『
玉
藻
前
』
と
《
殺
生
石
》
は
内
容
も
重
な
り
合
い
、
物
語
が
《
殺
生
石
》
の

典
拠
と
な
っ
た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
正
義
氏
「
殺
生

石
雑
記
」『
謡
曲
雑
記
』
所
収
）。

　

し
か
し
両
者
の
関
係
は
単
純
に
断
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
の
理
由
は

室
町
物
語
『
玉
藻
前
』
諸
本
は
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
点
に
あ
る
。物
語
の
結
末
に
源
翁
和
尚
が
殺
生
石
を
済
度
す
る
場
面

　

能
《
殺
生
石
》
は
玉
藻
前
の
伝
説
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
玉
藻
前
と
い
う

女
性
の
こ
と
は
南
北
朝
時
代
成
立
の
『
神
明
鏡
』
に
見
え
る
の
が
最
も
早
く
、

こ
こ
に
は
既
に
《
殺
生
石
》
と
共
通
す
る
内
容
が
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
長
大
な
物
語
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
が
、
室
町
物
語

『
玉
藻
前
』
で
あ
る
。（
題
名
は
『
玉
藻
前
物
語
』『
玉
藻
の
草
子
』
と
も

さ
れ
る
が
、こ
こ
で
は
『
玉
藻
前
』
と
統
一
し
て
称
す
る
こ
と
と
す
る
。）

こ
の
物
語
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
書
名
は
『
看
聞
御
記
』
の
永
享

五
年
（
一
四
三
三
五
月
七
日
条
に
「
御
乳
人
又
内
裏
参
。
双
子
十
帖

京
都
女
子
大
学
短
期
大
学
部
准
教
授

愚
童
記
。五
条
内
義
抄
。

宝
物
集
。
玉
藻
物
語
。



源
翁
の
弟
子
で
あ
る
大
仙
が
、
源
翁
没
後
三
十
年
に
際
し
て
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
源
翁
の
殺
生
石
済
度
の
話
が
玉
藻
前
の
説
話
と

結
び
つ
い
て
広
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
他
の
殺
生
石
済
度
譚
と

『
玉
藻
前
』に
は
違
い
が
あ
る
。
他
の
説
話
で
は
源
翁
は
殺
生
石
の
こ
と
を

知
っ
た
上
で
そ
の
済
度
の
た
め
に
赴
く
と
い
う
設
定
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
玉
藻
前
』
で
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
最
初
か
ら
殺
生
石
の
済
度
を
目
的
と

し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
源
翁
が
殺
生
石
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

な
ら
ば
改
め
て
解
説
す
る
必
要
性
は
な
い
。
ま
た
物
語
の
中
で
は
こ
れ

ま
で
に
十
分
玉
藻
前
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
読
者
に

対
し
て
も
説
明
は
不
必
要
で
あ
り
、
こ
の
女
性
の
登
場
に
は
物
語
上
の

必
然
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
設
定
を
と
る

の
は
、
能
の
前
シ
テ
の
里
の
女
の
影
響
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
先
述
の
常
在
院
に
蔵
さ
れ
る
『
玉
藻
前
』
の
絵
巻
の
最
後
の

場
面
の
挿
絵
に
注
目
し
た
い
。こ
の
絵
巻
は
殺
生
石
説
話
を
有
す
る
系
統
の

も
の
で
あ
る
。《
殺
生
石
》
で
は
「
二
つ
に
割
る
れ
ば
」
と
大
き
な
石
の

作
り
物
が
割
れ
て
後
ジ
テ
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
絵
巻
の
挿
絵
で
も
、

石
が
能
の
作
り
物
の
よ
う
に
真
っ
二
つ
に
割
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

場
面
に
該
当
す
る
物
語
の
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

石
に
せ
い
あ
り
。
水
に
こ
ゑ
あ
り
。
風
は
た
い
き
よ
に
わ
た
る
。
か
た

ち
は
、
せ
い
こ
ん
に
や
ど
り
し
を
。
げ
ん
な
ふ
、
た
ち
ま
ち
に
、
さ
つ

し
給
へ
ば
。
大
石
す
な
は
ち
、み
ぢ
ん
に
く
だ
け
て
。
せ
き
こ
ん
た
ち

ま
ち
、
じ
や
う
ぶ
つ
す
る
も
の
な
り
。

こ
こ
で
は
《
殺
生
石
》
に
非
常
に
近
い
表
現
で
あ
り
な
が
ら
「
大
石
」
が

「
み
ぢ
ん
に
く
だ
け
て
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
石
が
二
つ
に
割
れ
て

い
る
の
は
物
語
本
文
に
忠
実
な
挿
絵
と
は
言
い
難
い
。こ
の
よ
う
な
形
状
で

石
が
割
れ
る
様
子
を
描
く
の
も
、
や
は
り
能
の
演
出
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
な
お
こ
の
挿
絵
に
は
二
つ
の
場
面
が
描
か
れ
、
も
う
一
図
は

源
翁
が
殺
生
石
の
前
で
女
に
出
会
っ
た
場
面
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
能
の

前
場
と
後
場
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。こ
の
前
半
の

場
面
で
は
源
翁
の
同
行
者
二
人
の
姿
も
描
か
れ
て
お
り
、こ
れ
も
能
の
ワ
キ

ツ
レ
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
絵
巻
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、二
つ
に
割
れ
た
石
の
割

れ
目
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
野
干
が
、明
ら
か
に
女
の
鬼
の
体
で
描
か
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
《
殺
生
石
》
の
後
ジ
テ
は
野
干
で
あ
り
、詞
章
で
は
「
野
干
の
形
は
あ
り

な
が
ら　

さ
も
不
思
議
な
る
人
体
」
あ
る
い
は
「
鬼
神
の
姿
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
。
後
ジ
テ
の
装
束
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
江
戸
初
期
能
型
付
』

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

面
、
た
か
の
面
か
、
や
か
ん
。
こ
飛
出
か
、
し
か
み
に
て
も
。
赤
頭
。

袖
な
し
。
半
切
。
又
は
つ
ぴ
、
肩
ぬ
ぎ
て
も
。
ぬ
が
ざ
る
事
、
能
か
。

各
流
の
型
付
や
装
束
付
に
お
い
て
、
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

し
か
し
現
在
、金
剛
流
と
喜
多
流
の
二
流
の
み
に
あ
る
小
書
「
女
体
」
で
は
、

後
ジ
テ
も
女
の
姿
と
な
る
。
こ
の
「
女
体
」
は
金
剛
右
京
（
明
治
五
年
〜

昭
和
十
一
年
）
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
小
書
で
あ
る
が
、
室
町
時
代



成
立
の
伝
書
で
あ
る
『
舞
芸
六
輪
次
第
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
は

注
目
さ
れ
る
。

一
、
せ
つ
し
や
う
せ
き
。
し
て
、
ま
へ
ハ
女
也
。
つ
ね
の
い
て
た
ち
。

小
袖
。
後
ハ
つ
の
う
ち
た
る
女
の
鬼
。
小
袖
・
大
口
。
わ
き
ハ
そ
う

二
三
人
計
。

こ
こ
で
は
後
ジ
テ
を
「
女
の
鬼
」
と
記
し
て
お
り
、「
つ
の
う
ち
た
る
」
つ
ま
り

角
を
生
や
し
た
鬼
の
女
の
姿
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
以
後
に
は
一
切

こ
の
よ
う
な
演
出
資
料
は
見
ら
れ
な
い
。「
女
体
」
と
い
う
小
書
自
体
は

新
し
い
も
の
の
、古
く
に
は
こ
の
よ
う
な
演
出
も
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は

大
き
い
。
そ
う
し
た
演
出
が
、
常
在
院
の
絵
巻
の
挿
絵
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
「
女
体
」
に
つ
い
て
は
『
金
剛
』
第
二
十
二
号
（
昭
和
三
十
二
年

五
月
）
の
紙
上
に
お
い
て
「『
殺
生
石
』
女
体
を
観
る
」
と
題
し
た
座
談
会
が
、

小
野
長
生
、
坂
本
欣
司
、
種
田
直
太
郎
、
渡
会
恵
介
、
関
米
太
郎
の
各
氏
、

今
井
幾
三
郎
氏
の
司
会
に
よ
り
持
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
年
二
月
の

定
期
能
に
お
け
る
豊
島
弥
左
衛
門
氏
の
初
演
を
受
け
た
も
の
で「
こ
の
女
体

の
小
書
は
故
先
々
代
右
京
宗
家
の
創
作
に
な
る
も
の
で
、東
京
に
於
て
右
京

宗
家
に
よ
つ
て
演
じ
ら
れ
て
以
来
誰
も
舞
つ
た
者
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
今
井
）

と
の
発
言
を
始
め
、
大
変
珍
し
い
小
書
の
復
活
で
あ
る
こ
と
を
各
氏
が

述
べ
て
い
る
。

　
『
金
剛
』
第
五
十
号
（
昭
和
三
十
五
年
九
月
）
の
「
小
書
解
説
⑦
」
の

解
説
に
よ
る
と
、
前
シ
テ
が
「
面
泥
眼
で
唐
織
着
流
し
」、
後
ジ
テ
は
「
九
尾

狐
戴
、
黒
垂
、
面
霊
女
、
白
地
舞
衣
、
緋
大
口
」
と
い
う
装
束
と
な
る
。

ま
た
別
名
「
玉
藻
前
」
と
称
さ
れ
る
時
に
は
装
束
が
緋
大
口
で
な
く
、

緋
長
袴
に
替
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
型
の
面
で
は
ク
セ
が
常
の
居
グ
セ
か
ら

舞
グ
セ
に
替
わ
る
と
い
う
の
が
大
き
な
特
色
で
も
あ
る
が
、前
掲
の
座
談
会

の
中
で
坂
本
氏
は
、
右
京
の
上
演
時
（
大
正
十
一
年
）
の
坂
元
雪
鳥
に

よ
る
記
録
に
は
舞
グ
セ
の
記
述
が
な
く
、
こ
の
時
は
常
の
居
グ
セ
で
は

な
か
っ
た
か
と
語
っ
て
お
り
、舞
グ
セ
が
右
京
に
よ
る
考
案
で
あ
る
か
ど

う
か
は
定
か
で
な
い
。
ま
た
前
シ
テ
が
作
り
物
の
大
石
に
中
入
し
、割
れ
た

石
か
ら
現
れ
た
後
ジ
テ
が
大
部
分
を
一
畳
台
の
上
で
演
じ
る
と
い
う
の
が

こ
の
演
出
の
特
徴
の
よ
う
で
あ
る
。

　
《
殺
生
石
》
の
詞
章
に
も
『
玉
藻
前
』
の
物
語
中
に
も
、
狐
の
正
体
で
あ
る

鬼
神
が
女
の
姿
を
し
て
い
る
と
い
う
描
写
は
な
い
。
た
だ
震
旦
、
本
朝
に

お
い
て
美
女
に
姿
を
変
え
て
王
権
を
惑
わ
し
た
霊
狐
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

正
体
に
鬼
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
る
の
も
自
然
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

「
女
体
」
は
そ
の
よ
う
な
《
殺
生
石
》
の
解
釈
の
可
能
性
の
一
つ
を
反
映
し
、

悪
女
と
し
て
の
遍
歴
を
持
つ
シ
テ
の
本
質
に
よ
り
迫
ろ
う
と
す
る
演
出

な
の
で
は
な
い
か
。




