
た
。
こ
れ
ら
を
、
正
確
に
系
統
別
に
分
類
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
江
戸
の
祭
り
囃
子
を
原

流
と
し
て
、
特
に
開
港
後
、
急
速
に
分
布
を
広

げ
た
形
跡
が
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
時
期
に
流
布
さ
れ
た
も

の
に
飴
屋
踊
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
粉
屋
踊
と

か
万
作
踊
と
も
い
か
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
農

民
芸
能
で
あ
る
。
手
踊
り
と
、
歌
舞
伎
に
模
し

た
段
物
と
い
う
芝
居
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
保
存
会
な
ど
を
作
っ
て
伝
承
し
て

い
る
団
体
は
な
い
よ
う
だ
が
、
伝
承
者
は
か
な

り
多
く
、
今
な
ら
ば
復
活
が
可
能
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
鶴
見
区
市
場
町
熊
野
神
社
の
宮
司
萩
原
家
に

伝
わ
っ
た
神
代
神
楽
は
、
伝
統
も
古
く
（
現
在

同
区
矢
向
町
の
日
枝
神
社
の
宮
司
萩
原
式
典
氏

が
所
掌
）
、
川
崎
市
域
に
も
出
張
し
て
舞
わ
れ

て
い
る
。
市
内
に
は
、
こ
の
市
場
神
楽
の
ほ
か

に
、
子
安
神
楽
の
系
統
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
範
躊

に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
金
沢
区
平
潟
漁

業
組
合
が
行
う
汐
祭
り
、
旭
区
善
部
町
妙
蓮
寺

の
御
会
式
に
演
じ
ら
れ
る
曲
題
目
、
戸
塚
区
戸

塚
町
の
「
お
札
撒
き
」
の
踊
り
等
が
あ
る
。

　
ま
た
、
古
民
謡
や
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し

て
、
横
浜
木
遣
保
存
会
、
南
区
に
あ
る
野
毛
山

節
保
存
会
、
横
浜
古
民
謡
保
存
協
会
等
が
、
正

統
な
伝
統
を
次
の
世
代
に
伝
え
る
べ
く
努
力
し

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
古
民
謡

は
、
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
多
い
。 　

身
近
か
な
例
で
は
、
先
般
行
わ
れ
た
釜
利
谷

開
発
地
区
の
文
化
財
調
査
で
磯
子
区
氷
取
沢
の

人
々
が
歌
っ
て
く
れ
た
田
植
唄
、
焼
米
つ
き
唄

な
ど
は
、
民
謡
と
し
て
は
古
い
形
が
整
っ
て
お

り
、
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ま
ま
で

は
、
消
滅
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
。

　
失
わ
れ
ゆ
く
民
俗
文
化
の
保
存
を

　
市
内
の
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
、
保
存
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
県
立
博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
八
聖
殿

等
、
市
の
施
設
に
納
め
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か
の

も
の
は
あ
る
が
、
計
画
的
に
集
め
ら
れ
た
も
の

や
、
国
・
県
等
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
も
の

は
、
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
民
家
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
面
か
ら
み
れ
ば
、
無
計
画
に
近
い

開
発
と
一
時
期
の
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
め
ぼ

し
い
も
の
は
既
に
失
わ
れ
、
一
部
を
除
い
て
は

十
分
な
調
査
さ
え
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
、
江
戸
末
期
以
降
の
海
岸
線
の
埋
立
に
よ
っ

て
、
自
然
の
海
岸
線
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

海
岸
線
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
漁
法
等
の
民
俗
調

査
は
、
殆
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
残
さ
れ
た
漁
具
等

の
計
画
的
な
収
集
保
存
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
農
業
人
口
は
年
々
減
少
し
て
、
戦
前
使
用
さ

れ
た
農
具
も
、
農
家
の
納
屋
の
隅
に
ほ
こ
り
を

か
ぶ
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
路
傍
の
石
仏
は

失
わ
れ
、
村
・
寺
社
・
家
庭
を
中
心
と
し
た
人

々
の
生
活
や
、
信
仰
に
伴
う
器
具
は
、
日
を
追

っ
て
焼
却
場
に
運
ば
れ
、
時
代
の
変
遷
と
都
市

化
の
波
は
、
市
域
の
民
俗
の
大
半
を
失
い
つ
つ

あ
る
。

　
市
民
の
、
こ
の
よ
う
な
民
俗
文
化
を
こ
の
ま

ま
の
状
態
で
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
、
幅
広
い
市
民
の
協
力
と
市
域
内
外
に
住
む

民
俗
学
徒
の
助
力
を
得
て
、
そ
の
記
録
・
保
存

・
助
成
の
た
め
行
政
面
で
の
積
極
的
な
企
画
と

指
導
と
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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郷
土
史
研
究

横
浜
市
図
書
館
長
　
太
田
倹
二
郎

　
こ
こ
数
年
来
横
浜
市
の
各
区
か
ら
区
史
・
郷

土
誌
が
相
つ
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他

民
間
有
志
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
郷
土
誌

も
多
数
刊
行
さ
れ
、
い
ず
れ
も
市
民
か
ら
歓
迎

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
区
史
・
郷
土
誌
の
編
さ
ん
に
は
、

郷
土
史
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
郷
土
愛
好
者

・
土
地
の
古
老
等
多
く
の
人
々
が
協
力
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
郷
土
研
究
に
関

心
の
あ
る
方
々
が
、
市
内
で
ど
の
位
ダ
ル
ー
プ

を
組
織
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
市
教
育

委
員
会
発
行
の
横
浜
市
文
化
団
体
名
簿
（
一
九

七
六
年
版
）
に
よ
る
と
、
郷
土
研
究
の
項
に
寺

尾
郷
土
研
究
会
を
含
め
て
五
団
体
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
図
書
館
で
各
区
市
民
課
等
を

通
し
て
知
り
得
た
団
体
は
別
表
の
通
り
七
団
体

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
他
に
も
団
体
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
拙
速
の
こ
と
で
あ
り
ご
容

赦
を
い
た
だ
き
た
い
。

　
郷
土
研
究
団
体
の
あ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
会
の

歴
史
も
あ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
っ
て
い

る
。
七
団
体
の
中
で
民
間
の
自
主
的
運
営
に
よ

る
も
の
は
寺
尾
郷
土
研
究
会
だ
け
で
、
他
の
団

体
は
区
ま
た
は
図
書
館
と
の
協
力
で
運
営
さ
れ

て
い
る
。
郷
土
研
究
の
裙
野
を
拡
げ
る
と
い
う

重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
れ
ら
団
体
の
運

営
は
な
か
な
か
難
し
い
面
が
あ
る
。

　
今
後
こ
の
種
団
体
が
増
え
て
ゆ
く
可
能
性
が

多
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
る
の

が
研
究
の
上
で
も
、
活
動
の
上
で
も
よ
い
の

か
、
横
の
連
係
も
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

等
を
、
今
後
の
運
営
の
中
で
工
夫
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
神
奈
川
県
史
・
横
浜
市
史
等
が
刊
行
中

で
あ
り
、
研
究
誌
と
し
て
神
奈
川
県
史
研
究
を

始
め
と
し
て
数
種
が
刊
行
さ
れ
て
、
県
お
よ
び

県
内
の
地
方
史
研
究
は
一
段
と
進
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
市
内
各
郷
土

研
究
団
体
が
郷
土
研
究
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て

丹
念
な
調
査
研
究
を
行
っ
て
、
そ
の
成
果
を
発

表
し
て
頂
く
な
ら
ば
、
研
究
は
さ
ら
に
深
ま
り

拡
げ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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瀬
谷
区
の
歴
史
を
知
る
会
の
活
動

　
五
十
年
六
月
の
中
旬
瀬
谷
区
役
所
と
、
瀬
谷

区
の
歴
史
を
知
る
会
の
共
催
で
、
瀬
谷
区
民
俗

展
が
区
役
所
内
の
フ
ロ
ア
ー
と
三
階
大
会
議
室

で
、
六
日
間
盛
況
裡
に
開
催
さ
れ
た
。

　
展
示
し
た
資
料
は
、
区
内
か
ら
発
見
さ
れ
る

古
文
書
を
始
め
と
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和

初
期
に
至
る
生
活
用
具
等
一
、
三
〇
〇
点
の
多

き
を
数
え
、
こ
の
催
し
は
参
観
し
た
区
民
の
あ

ら
ゆ
る
階
層
を
通
じ
、
昔
の
瀬
谷
を
振
返
る
も

の
、
ま
た
新
し
く
知
ろ
う
と
い
う
心
を
沸
き
立

た
せ
、
入
場
者
も
五
千
人
近
く
と
な
か
な
か
好

評
で
あ
っ
た
。

　
開
催
中
は
地
方
新
聞
に
も
報
道
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
市
外
か
ら
の
見
学
者
も
多
く
、
小

田
原
・
茅
ヶ
崎
・
川
崎
等
か
ら
も
熱
心
に
来
場

さ
れ
、
な
か
に
は
二
日
、
三
日
と
続
け
て
参
観

さ
れ
た
人
も
い
た
の
に
は
、
関
係
者
一
同
驚
き

と
共
に
大
い
に
感
激
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
こ
れ
ほ
ど
の
成
功
を
納
め
た
民
俗
展
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
を
企
画
し
た
も
の
、
資
料
の
搬

入
、
展
示
等
に
あ
た
る
も
の
す
べ
て
の
会
員

が
、
実
は
何
の
経
験
も
な
く
、
た
だ
一
生
懸
命

の
行
動
が
区
役
所
の
協
力
と
相
僕
っ
て
、
一
四

区
の
な
か
で
も
顕
著
な
催
し
と
し
て
衆
目
を
あ

つ
め
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
民
俗
展
の
開
催
に
よ
っ
て
、
創
立
以
来

わ
ず
か
一
年
三
ヵ
月
の
無
名
に
等
し
か
っ
た

　
「
瀬
谷
区
の
歴
史
を
知
る
会
」
が
一
躍
区
内
の

評
判
と
な
り
、
実
は
こ
の
記
念
行
事
を
開
催
す

る
も
と
に
な
っ
た
「
瀬
谷
区
の
歴
史
（
宗
教

編
）
」
の
第
一
巻
目
の
本
が
、
た
ち
ま
ち
売
切

れ
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
会
の
行
動
が
県
史
編

集
室
担
当
者
か
ら
注
目
さ
れ
、
同
年
八
月
に
は

区
内
全
域
の
旧
家
の
土
蔵
等
か
ら
、
同
室
の
指

導
に
よ
っ
て
一
週
間
古
文
書
等
を
探
索
す
る
仕

事
を
続
け
、
貴
重
な
資
料
が
一
万
点
以
上
発
見

さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
昔
を
知
る
こ
と
に
努
め
る

会
員
の
意
気
ご
み
は
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
古
文
書
資
料
を
も
と
に
し
た
「
瀬
谷
区

の
歴
史
（
生
活
資
料
編
(
一
)
）
」
は
、
近
世
古
文

書
の
解
読
と
解
説
、
古
老
の
話
等
を
収
録
し

た
、
一
冊
二
七
〇
頁
の
限
定
本
と
し
て
三
千
冊

印
刷
さ
れ
、
第
二
巻
と
し
て
、
五
十
一
年
十
月

に
発
刊
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
回
発
行
に
当
っ
て
も
、
そ
の
後
区
内
か

ら
発
見
さ
れ
た
古
地
図
、
明
治
中
期
か
ら
昭
和

二
十
年
頃
ま
で
の
記
録
写
真
、
生
活
衣
装
等
み

な
で
五
〇
〇
点
ほ
ど
を
瀬
谷
公
会
堂
の
全
館
を

使
用
し
て
四
日
開
展
示
、
歴
史
映
画
、
請
演
、

再
開
さ
れ
た
郷
土
芸
能
と
あ
わ
せ
て
記
念
開
催

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
常
に
行
動
す
る
本
会
は
、

前
記
の
発
見
さ
れ
た
資
料
と
、
こ
れ
か
ら
の
行

調査季報53―77.347

会
員
　
小
林
忠
秋
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