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高

羽

四

郎

 
芭
蕉
の
俳
句
を
韻
律
に
よ
っ
て
分
類
し
よ
う
と
い
う
無
分
別
心
を
起
こ
し
た

の
は
随
分
前
の
こ
と
で
あ
り
、
分
外
の
こ
と
と
知
っ
て
断
念
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
一
応
は
取
っ
た
カ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
整
理
し
、
統
計
表
を
何

と
か
括
め
て
、
そ
れ
を
提
示
し
た
い
と
い
う
の
が
こ
の
報
告
の
目
標
で
あ
る
。

今
度
は
資
料
の
一
切
を
『
校
本
芭
蕉
全
集
』
 
（
勲
醗
騨
離
全
）
に
依
存
し
、
作
品

の
取
捨
、
そ
の
句
形
、
制
作
年
代
な
ど
の
要
項
は
も
ち
ろ
ん
、
参
照
番
号
も
同

集
の
通
番
を
借
用
す
る
。
た
だ
詩
章
の
文
字
使
い
だ
け
は
当
座
の
便
宜
に
よ
っ

て
随
意
に
変
更
す
る
。

 
A
 
発
句
 
芭
蕉
の
発
句
を
対
象
に
取
り
、
先
ず
初
め
に
詩
形
や
字
数
の
点

か
ら
大
き
く
概
観
す
る
。
次
に
韻
律
の
面
を
少
し
細
か
く
考
え
な
が
ら
、
統
計

表
を
作
る
た
め
の
準
備
や
手
続
き
の
説
明
に
入
る
。

 
1
 
概
観
 
上
記
全
集
の
発
句
篇
は
作
品
を
年
次
に
よ
っ
て
配
列
す
る
労
作

で
あ
り
、
初
期
か
ら
後
期
へ
の
推
移
を
見
る
上
で
の
好
個
の
参
考
書
で
あ
る
。

当
面
の
焦
点
で
あ
る
外
形
に
つ
い
て
も
本
書
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
は
明
快
で
あ

り
、
そ
の
概
要
を
書
き
留
め
る
。

レ
勅
嬰
鍍
に
灘
鉱
簗
齢
懸
雛
レ
世
態
る
）
に
お
い
て
は
意
鋤

ほ
ど
に
定
形
が
よ
く
守
ら
れ
て
お
り
、
規
格
外
の
形
は
余
り
見
掛
け
な
い
。
た

だ
一
種

 
 
一
八
 
あ
ら
れ
ま
じ
る
 
か
た
び
ら
雪
は
 
小
紋
か
な

の
よ
う
に
上
節
が
六
音
か
ら
成
る
例
は
初
期
に
も
少
く
な
い
。
こ
の
類
形

．
（
後
述
C
形
）
は
し
か
し
芭
蕉
が
い
つ
の
時
期
に
も
よ
く
用
い
る
韻
律
で
あ
り
、
傘
形

と
見
る
よ
り
は
む
し
ろ
常
形
と
し
て
扱
い
た
い
と
い
う
の
が
私
意
で
あ
る
。
こ

の
形
を
別
に
す
る
と
あ
と
字
余
り
の
句
は
僅
少
で
あ
る
。
当
時
作
者
は
伝
統
的

な
形
を
重
ん
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
作
品
の
内
容
と
も
関
係
が
あ
る

と
考
え
る
。
今
引
い
た
あ
ら
れ
の
句
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
作
為
の
主
眼
が

言
葉
や
観
念
の
奇
巧
に
置
か
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
傍
観
者
の
戯
れ
で
あ
る
。

 
 
 
こ
 
ち

「
あ
ち
東
風
や
面
々
さ
ば
き
柳
髪
」
 
（
三
）
、
 
「
た
か
う
な
や
雫
も
よ
よ
の
篠

の
露
」
（
四
六
）
之
い
う
類
の
手
品
で
あ
れ
ば
、
定
形
に
収
め
た
方
が
一
層
の
手

瞭
と
見
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
次
期
に
は
し
き
り
に
試
み
る
破
格
の
例
と
読
合
わ

せ
て
、
ど
う
も
静
観
が
定
形
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

 
2
中
期
（
延
南
玉
五
・
 
一
六
七
七
貞
享
二
・
一
六
八
五
）
へ
入
っ
て
も
ま
だ
初
め
の
頃
に
は
思
付
き
や

趣
向
を
盛
っ
た
定
形
句
が
為
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
目
を
引
く
の
は
そ
れ
と
平

行
し
て
作
ら
れ
た
破
格
の
作
例
で
あ
る
。
天
和
時
代
に
は
字
余
り
の
句
が
い
よ

い
よ
多
く
、
層
引
継
ぐ
よ
う
に
出
現
す
る
。
新
し
い
方
向
へ
踏
出
そ
う
ど
す
る
意
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図
の
表
わ
れ
と
見
ら
れ
、
こ
の
試
行
や
実
習
か
ら
得
た
答
え
の
一
つ
が
「
道
の

．
紀
」
の
諸
句
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

 
現
在
の
報
告
は
芭
蕉
発
句
の
一
般
形
に
つ
い
て
為
さ
れ
て
お
り
、
特
殊
な
例

外
に
触
れ
る
機
会
は
今
後
な
く
な
る
は
ず
な
の
で
、
こ
こ
で
異
形
の
方
を
一
顧

し
て
お
き
た
い
。
定
形
よ
り
一
字
多
い
形
は
一
般
形
へ
含
め
る
こ
と
と
し
、
二

音
以
上
踏
出
す
例
を
こ
の
期
の
作
品
か
ら
拾
い
、
類
纂
ご
と
に
一
個
ず
つ
掲
げ

る
。
な
お
「
道
の
紀
」
の
発
句
に
つ
い
て
は
別
に
表
を
設
け
、
こ
こ
に
は
す
べ

て
を
除
外
す
る
。

表
一

八 二 四
八 七 六

】．

O
六

    八 三

七 九 三

一
四
二

一
＝
ハ

五 。

八 異
形
の
句
（
初
め
七
句
は
上
節
が
異
形
の
例
、
次
い
で
申
節
が
字
余
り
の
句
二
つ
、
最
後
に
下
飾
が
破
格
の
も
の
二
章
を
添
え
る
）

艶
な
る
や
つ
こ
 
今
や
う
花
に
 
ら
う
さ
い
す
 
 
 
 
E
A
A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

摘
み
け
ん
や
茶
を
 
こ
が
ら
し
の
秋
 
 
と
も
知
ら
で
 
G
C
A

あ
ら
何
と
も
な
や
 
き
の
ふ
は
過
ぎ
て
 
ふ
く
と
汁
 
 
H
A
B

 
比
較
あ
ら
何
と
も
な
一
（
E
l
）

芭
蕉
野
分
レ
て
 
た
ら
ひ
に
雨
を
 
聞
く
夜
か
癒
 
 
 
I
A
B

 
比
較
 
芭
蕉
野
分
d
（
C
！
）

夕
顔
の
臼
く
 
よ
る
の
後
架
に
 
紙
燭
．
と
り
て
 
 
 
 
｝
B
C

庭
訓
の
往
来
 
誰
が
文
庫
よ
り
 
今
朝
の
春
 
 
 
 
 
M
C
B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

櫓
の
声
波
を
打
っ
て
 
は
ら
わ
た
氷
る
 
 
夜
や
／
涙
 
O
A
A

 
比
較
鴬
声
波
を
打
っ
て
t
（
L
一
）
／
櫓
の
声
に
一
（
A
1
）

松
な
れ
や
 
霧
え
い
さ
ら
え
い
と
 
引
く
ほ
ど
に
 
 
 
A
I
A

枯
枝
に
 
鳥
の
と
ま
り
た
る
や
 
秋
の
暮
 
 
 
 
 
、
A
O
B

 
比
較
 
！
鳥
の
と
ま
り
け
り
一
（
一
J
一
）

あ
あ
春
々
 
大
い
な
る
哉
 
春
と
云
々
〔
し
か
じ
か
〕
 
D
B
F

髭
風
を
吹
い
て
 
暮
秋
歎
ズ
ル
ハ
 
誰
か
子
ゾ
 
 
 
J
F
a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＼

 
こ
れ
ら
は
特
別
の
異
形
で
あ
り
、
文
字
通
り
格
外
な
の
で
は
あ
る
が
、
仮
り

に
上
中
下
の
三
節
を
上
に
示
し
た
よ
う
な
形
に
区
切
っ
て
み
る
と
、
破
格
は
大

体
そ
の
一
節
に
片
寄
っ
て
お
り
、
残
る
二
節
の
多
く
は
定
形
通
り
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
」
取
分
け
破
格
が
上
節
に
現
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
点
に
注
目
す
る
。

こ
の
種
の
破
則
で
も
俳
句
の
律
は
保
た
れ
て
い
る
と
作
者
は
考
え
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
後
年
に
は
定
形
へ
近
付
け
る
よ
ケ
な
改
作
を
し
て
い

る
。
上
表
で
比
較
と
し
て
取
出
し
た
の
は
そ
の
一
証
で
あ
る
。

 
内
容
と
の
関
連
に
触
れ
て
お
く
。
、
芭
蕉
は
こ
の
頃
新
し
い
詩
の
世
界
を
心
の

中
に
求
め
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
試
み
の
一
つ
が
外
形
打
開
と
い
う
よ
う

な
形
に
な
っ
て
現
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
上
表
最
後
の
一
文
を
引
直
す
。
こ
の
句

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た

は
「
ひ
げ
風
を
吹
い
て
暮
秋
歎
ズ
ル
ハ
誰
が
子
ゾ
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
下
節

が
一
音
を
欠
ぐ
例
外
中
の
例
外
で
あ
る
。
伝
習
的
な
漢
文
訓
読
そ
の
ま
ま
の
借

用
、
擦
音
破
音
が
引
継
い
で
並
び
、
こ
と
さ
ら
に
音
律
の
渋
滞
を
求
め
て
い
る

よ
グ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
反
っ
て
感
情
表
出
の
効
果
に
な
っ
て
い
る
つ
人

事
や
物
象
に
対
す
る
主
観
の
評
価
と
そ
の
情
意
表
現
と
い
う
の
が
作
者
の
志
向

で
あ
り
、
そ
の
時
そ
の
時
の
心
の
動
き
が
お
の
ず
と
破
律
を
呼
ん
だ
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
表
一
は
韻
律
の
例
文
、
主
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
な

お
摘
み
茶
（
一
二
七
）
、
野
分
（
一
三
六
）
、
櫓
声
（
一
三
七
）
、
か
ら
す
（
一
一
六
）

な
ど
に
は
内
面
へ
向
か
う
人
の
様
子
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

 
3
 
後
期
（
貞
享
三
・
一
六
八
六
元
禄
七
・
一
六
九
四
）
 
貞
享
の
後
半
で
は
観
相
が
一
段
と
深
ま

り
、
そ
れ
と
と
も
に
詩
律
が
定
ま
っ
て
く
る
。
元
禄
へ
移
る
と
旋
律
は
い
よ
い

よ
落
着
き
、
時
に
は
清
朗
、
流
水
の
如
く
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
四
八
一
 
行
く
春
や
 
鳥
鳴
き
／
魚
の
 
 
目
は
涙
 
 
 
 
（
A
A
A
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

、
五
三
二
 
象
潟
や
 
雨
に
西
施
が
 
 
ね
ぶ
の
花
 
 
 
．
 
（
A
B
B
）

（． 72 ）



 
五
四
五
 
あ
か
あ
か
と
 
日
は
つ
れ
な
艮
も
 
秋
の
風
ゴ
 
 
（
A
A
B
）

 
五
六
九
 
名
月
や
 
北
国
日
和
 
定
め
な
き
 
 
 
 
 
 
 
（
A
A
B
）

 
奥
羽
の
旅
行
で
は
大
き
な
感
動
を
得
た
。
俳
句
の
そ
う
い
う
内
面
と
は
別
に

詩
形
に
つ
い
て
考
え
る
所
が
あ
り
、
音
律
は
清
澄
を
と
思
っ
て
い
は
し
な
か
っ

た
か
。
一
層
自
然
な
平
明
な
律
動
が
、
「
猿
簑
』
の
作
品
に
結
実
し
て
い
る
。
こ

の
方
は
跡
で
別
表
を
掲
げ
る
。

 
一
度
は
壊
し
て
見
な
が
ら
も
常
に
必
ず
伝
統
的
な
俳
律
を
振
り
返
り
、
そ
れ

を
大
切
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
初
中
後
三
期
を
通
b
て
定
形
十
七
音
の
句

は
全
作
の
八
割
五
分
を
越
え
る
。
も
し
各
節
一
字
余
り
の
も
の
ま
で
入
れ
て
、

こ
れ
を
弓
形
と
見
な
す
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
比
は
九
割
六
分
に
な
る
。
次
に

は
こ
こ
に
言
う
常
形
に
つ
い
て
、
韻
律
の
点
を
や
や
細
か
く
観
察
す
る
。

 
皿
 
細
観
 
日
本
語
の
同
調
は
二
音
・
二
音
を
重
ね
て
行
ぎ
、
四
拍
子
の
よ

う
に
進
む
の
が
基
本
の
形
だ
と
説
か
れ
る
。
、
一
方
我
が
国
の
詩
編
歌
謡
は
多
く

が
五
音
・
七
音
の
組
合
せ
で
出
来
て
い
る
。
．
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
奇
数
で
あ
る
か

ら
、
一
拍
の
休
止
を
置
い
て
音
調
を
整
え
る
例
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ

・
の
休
止
の
現
わ
れ
る
位
置
が
各
項
に
一
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
前
後
に
移

動
し
、
そ
れ
で
音
律
の
多
様
化
が
成
さ
れ
て
い
る
。
単
に
五
音
（
七
音
）
と
言

っ
て
も
、
事
実
上
は
二
種
（
三
種
）
の
類
形
に
分
か
れ
る
。
い
ま
述
べ
た
常
形

を
加
え
る
と
、
そ
の
種
類
は
な
お
増
加
す
る
。
諸
形
を
個
別
に
見
て
行
く
コ

 
一
 
上
（
下
）
節
 
通
例
は
五
音
が
当
た
る
の
で
、
'
そ
れ
を
具
体
的
な
語
句

に
即
し
て
類
別
す
る
。
「
梅
・
桜
」
「
梅
の
花
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ウ
メ
サ
ク
ラ

・
」
 
「
引
到
ノ
・
周
到
」
の
音
調
、
休
止
は
節
0
終
り
と
中
程
に
付
く
。
一
般

に
前
者
は
「
二
・
三
音
」
、
後
者
は
「
三
・
二
二
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

常
に
五
音
と
限
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
称
呼
で
十
，
分
、
こ
と
さ
ら
異
を
立
て
る

芭
蕉
俳
句
の
外
形
．
…
発
句
・
付
句
の
韻
律
に
つ
い
て

要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
郷
音
の
来
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
こ
れ

を
数
え
合
わ
せ
る
と
今
度
は
コ
ニ
・
三
音
」
 
（
梅
と
桜
）
、
・
「
二
・
二
．
二
音

」
 
（
梅
桃
梨
）
'
が
加
わ
る
ご
と
に
な
る
。
も
し
そ
れ
ら
に
一
定
の
符
号
を
設
け

る
こ
と
に
す
れ
ば
、
扱
い
が
簡
素
に
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
い
ま
は
当
座
の

便
法
と
し
て
A
B
C
D
の
記
号
を
取
り
、
こ
れ
を
そ
の
順
序
で
上
に
挙
げ
た
四

形
へ
当
て
る
こ
と
に
す
る
。
，
発
句
の
実
例
に
つ
い
て
用
途
を
明
確
に
し
て
お
き

た
い
。

 
一
二
〇
二
 
 
 
 
、
，

三
六
四

二
七
八

七
八 五

 
2
 
中
節

」
の
形
が
よ
く
用
い
ら
れ
、

前
条
に
な
ら
っ
て
こ
の
三
種
を
A
、
B
、
C
と
す
る
。
r

D
以
下
を
合
わ
せ
左
に
例
示
す
る
。

 
三
〇
二
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

七
八

六
四

四
〇

一
二
四

ツ
キ
ノ
、
ヤ
シ
（
A
）
 
梢
は
雨
を
 
モ
チ
ナ
ガ
ラ
（
A
）

ヒ
凡
リ
ヨ
リ
（
B
）
 
-
空
に
や
す
ら
ふ
 
ト
ウ
ゲ
カ
ナ
（
B
）

ヰ
キ
ヨ
オ
キ
ヨ
（
C
）
 
我
が
友
に
せ
ん
 
ぬ
る
胡
蝶

並
び
そ
か
に
、
虫
は
月
下
の
．
グ
リ
ヲ
ウ
ガ
ツ
（
C
）

ア
キ
キ
ニ
ケ
リ
（
D
）
 
耳
を
た
つ
ね
て
 
マ
ク
ラ
ノ
カ
ゼ
（
D
）

こ
れ
ら
の
記
号
は
類
形
の
出
現
度
数
を
一
応
見
た
う
え
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
頻
度
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
登
記
に
は
不
満
な
個
所
が
出
そ
う

で
あ
る
。
い
ま
は
た
だ
符
号
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
使
い
慣
れ
た
も
の
を
踏
用
し
た
。

 
七
音
の
場
合
に
は
先
ず
「
四
・
三
音
」
、
次
い
で
「
三
．
四
一

 
 
 
 
 
 
 
「
二
・
三
・
二
音
」
・
の
形
も
希
と
は
言
え
な
い
。
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八
音
の
場
合
も
加
え
て

月
は
や
し
 
コ
ズ
 
エ
ノ
 
ァ
メ
ヲ
（
A
）
 
持
ち
な
が
ら

雲
雀
よ
り
 
ソ
ラ
ニ
ヤ
ス
ラ
ウ
（
B
）
 
峠
か
な

起
き
よ
起
き
よ
 
ワ
ガ
ト
モ
ニ
セ
ン
（
C
）
 
ぬ
る
胡
蝶

女
を
ど
鹿
や
 
ケ
ニ
ケ
ガ
ソ
ロ
ウ
テ
（
D
）
 
毛
む
つ
か
し

藻
に
す
だ
く
 
シ
ラ
ウ
ォ
ヤ
ト
ラ
バ
（
E
）
 
消
え
ぬ
べ
き
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tt

 
 
二
〇
五
 
草
枕
 
イ
ヌ
モ
シ
グ
ル
ル
カ
（
F
）
 
夜
の
声

 
上
表
か
ら
推
し
て
八
字
に
は
な
お
G
（
」
・
1
一
・
一
）
の
一
形
が
予
定
せ
ら

れ
、
現
に
連
句
で
は
そ
の
実
例
が
あ
る
の
で
、
参
考
に
追
記
す
る
。

 
 
連
二
〇
四
 
1
3
、
し
ば
の
戸
は
 
、
ナ
ツ
ト
ウ
タ
タ
ク
コ
ロ
（
G
）
 
静
か
な
り

 
上
述
の
通
紅
中
．
節
に
も
前
条
と
同
じ
符
号
を
用
い
て
い
る
が
、
性
格
は
も
ち

．
う
ん
相
互
に
違
っ
て
い
る
。
従
っ
て
別
系
統
の
記
号
を
取
る
の
が
合
理
の
よ
う

に
も
思
え
る
が
、
こ
の
表
記
で
支
障
を
感
じ
た
こ
と
も
な
く
、
反
っ
て
簡
素
だ

と
思
っ
て
い
る
。

 
3
 
一
句
の
記
号
 
1
．
2
に
記
し
た
節
符
号
を
上
中
下
の
順
に
組
合
せ

て
、
そ
の
句
の
韻
律
記
号
と
す
る
。
1
と
2
の
引
用
例
文
は
初
め
の
三
個
が
同

じ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
取
り
、
、
，
重
ね
て
例
証
す
る
。

 
 
月
は
や
し
（
A
）
 
梢
は
雨
を
（
A
）
 
持
ち
な
が
ら
（
A
）
↓
A
A
A

 
 
雲
雀
よ
り
（
B
）
 
空
に
休
ら
ふ
（
B
）
 
、
峠
か
な
（
B
）
↓
B
B
B

 
 
起
き
よ
起
き
よ
（
C
）
 
我
が
友
に
せ
ん
（
C
）
ヌ
ル
コ
チ
ヨ
ウ
（
A
）
↓
C
C
A

同
じ
よ
う
な
手
続
き
で
一
に
残
る
二
句
は
D
B
C
、
D
B
D
、
2
の
あ
と
三
句
「

は
A
D
A
、
A
E
B
、
、
A
F
B
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
皿
 
実
習
 
符
号
は
無
表
情
で
あ
る
。
一
度
登
記
せ
ち
れ
る
と
、
そ
れ
で
固

定
し
、
軌
道
に
沿
っ
て
走
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
記
、

号
化
と
い
う
の
は
定
ま
っ
た
面
形
．
へ
の
一
切
の
統
合
で
あ
り
、
そ
の
操
作
中
に

は
当
然
疑
念
や
不
安
が
付
き
ま
と
う
。
随
所
の
ふ
と
し
た
錯
誤
は
そ
の
後
も
見

落
さ
れ
が
ち
、
個
人
の
読
み
癖
に
よ
る
偏
向
が
あ
か
、
も
っ
と
大
き
な
欠
陥
に

さ
え
気
付
か
ず
に
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
実
際
に
行
な
っ
た
演
習
の
結

果
を
そ
の
ま
ま
卒
直
に
提
示
し
、
個
々
の
扱
い
や
全
体
の
形
勢
に
対
す
る
人
々

の
批
判
を
待
つ
こ
と
と
す
る
。
多
数
の
例
示
は
不
能
ま
た
不
要
、
た
だ
二
戸
の

発
句
を
挙
げ
る
に
止
め
た
い
。

，
表
二
道
の
紀
（
『
泊
船
集
』
の
本
文
に
従
い
、
芭
蕉
の
全
句
四
十
五
章
を
弓
形
に
よ
っ
て
分
類
表
記
ず
る
）

A
A
A
（
ー
ー
・

一、

ｵ
四

一
九
六

二
〇
九

二
二
ニ

ニ
ニ
六

あ
き
十
と
せ

ふ
ゆ
ぼ
た
ん

と
し
暮
れ
ぬ

は
る
な
れ
や

う
め
し
ろ
．
し

一
t
t
・
卜
！
・
）
 
㌔
5
、

 
 
 
 
 
 
 

か
へ
っ
て
江
戸
を
 
 
指
す
／
こ
き
や
う

 
 
 
 
 
 
 

ち
ど
り
よ
／
ゆ
き
の
 
 
ほ
と
と
ぎ
す

か
さ
着
て
わ
ら
ち
 
は
き
な
が
ら

名
も
な
き
や
ま
の
 
あ
さ
が
す
み

き
の
ふ
や
つ
る
を
 
ぬ
す
ま
れ
し

A
A
B
（
1
一
・
 
-
l
i
・
 
一
・
1
）
 
 
1
0

一
七
三

一
七
七

一
八
二

一
九
一

二
〇
四

二
〇
六

ニ
ニ
五

二
二
八

‘
二
三
八

二
四
〇

野
ざ
ら
し
を

み
ち
の
べ
の

っ
た
植
ゑ
て

よ
し
と
も
の

こ
が
ら
し
の

い
ち
び
と
よ

み
つ
取
り
や

我
が
き
ぬ
に

う
め
恋
ひ
て

し
ら
げ
し
に

A
A
D
（
-
，
一
・

一
九
七
 
あ
け
ぼ
の
や

 
A
B
A
（
i
一
・

一
七
五
 
き
り
し
ぐ
れ

二
〇
八
 
う
み
暮
れ
て

こ
こ
ろ
に
か
ぜ
の
 
し
む
身
か
な

む
く
げ
は
う
ま
に
 
食
は
れ
け
り

た
け
四
五
ほ
ん
の
 
あ
ら
し
か
な

こ
こ
ろ
に
似
た
り
 
あ
き
の
か
ぜ

身
は
ち
く
さ
い
に
 
似
た
る
か
な

こ
の
か
き
売
ら
う
 
ゆ
き
の
か
さ

ご
ほ
り
の
そ
う
の
 
く
つ
の
お
と

ふ
し
み
の
も
も
の
 
し
っ
く
せ
よ

う
の
は
な
を
が
む
・
な
み
だ
か
な

は
ね
も
ぐ
て
ふ
の
 
か
た
み
か
な

し
l
一
．
 
一
i
l
）

 
 
 
 
 
 
）

し
ら
う
を
し
ろ
き

1

こ
と
／
い
っ
す
ん

一
．
l
I
1
1
9
）
 
 
3

富
士
を
見
ぬ
円
ぞ
 
お
も
し
ろ
き

 
 
 
 
 
 
 

か
も
の
こ
ゑ
／
ほ
の
 
 
か
に
し
ろ
し
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．
二
三
七
い
ざ
と
も
に
穂
む
ぎ
魯
は
ん
く
さ
ま
く
ら

 
 
A
B
B
（
1
1
・
 
1
・
1
！
一
・
1
）
 
 
7

 
一
八
四
 
わ
た
ゆ
み
や
 
琵
琶
に
な
ぐ
さ
む
 
た
け
の
お
ぐ

 
一
九
二
 
あ
き
か
ぜ
や
 
や
ぶ
も
は
た
け
も
不
破
の
せ
き

二
一
九
た
が
む
ご
そ
し
だ
に
も
ち
負
ふ
う
し
の
と
し

．
二
二
七
 
か
し
の
木
の
 
は
な
に
か
ま
は
ぬ
 
す
が
た
か
な

三
三
一
か
ら
康
の
ま
っ
は
は
な
よ
り
お
ぼ
ろ
に
て

．
二
三
三
菜
ば
た
け
に
寒
見
奮
な
る
す
ず
め
か
な

二
四
三
 
ゆ
く
こ
ま
の
 
む
ぎ
に
な
ぐ
さ
む
 
や
ど
り
か
な

 
 
」
．
A
B
D
（
一
1
！
i
！
ー
ー
ー
）
 
-

二
四
五
 
な
．
つ
ご
ろ
も
 
い
ま
だ
し
ら
み
を
取
ゆ
つ
く
さ
ず

  

`
F
B
（
一
・
、
一
i
-
ユ
ー
」

二
〇
五
く
さ
ま
く
ら
い
ぬ
も
し
ぐ
る
る
か
よ
る
の
こ
ゑ

 
 
B
A
B
（
一
．
一
-
l
l
」
．
 
1
．
1
）
 
 
3

 
一
九
三
 
死
に
も
せ
ぬ
 
た
び
ね
の
は
て
よ
 
あ
き
の
ぐ
れ

二
〇
α
 
う
ま
を
さ
へ
 
な
が
む
る
ゆ
き
の
 
あ
し
た
か
な

二
二
九
 
や
ま
ち
来
て
 
な
に
や
ら
ゆ
か
し
 
す
み
れ
ぐ
さ

 
 
B
B
A
（
●
 
 
 
 
 
 
●
 
 
l
 
 
 l
●
）
 
 
1

一
パ
一
ら
ん
の
重
て
ふ
の
つ
ば
さ
に
た
葛
の
す

 
 
B
B
B
（
●
-
O
-
-
i
■
）
 
 
」

二
2
レ
の
釜
へ
つ
枯
れ
て
汐
も
ち
買
ふ
や
ど
り
か
な

 
 
B
F
A
（
t
i
ー
レ
・
、
一
β
）
 
-

一
三
う
蓬
寝
て
．
ざ
窓
つ
喜
ほ
や
ち
や
の
け
ぶ
り

芭
蕉
抹
句
の
外
形
-
発
句
．
．
、
付
句
の
韻
三
つ
い
て

 
 
C
B
B
（
一
；
・
ー
ー
）
 
 
1

二
三
四
．
い
の
ち
ふ
た
つ
 
な
か
に
生
き
た
る
．
さ
く
ら
か
な

 
 
C
E
A
（
！
 
●
 
-
 
・
 
 
 
1
1
 
0
 
-
 
O
 
 
 
 
i
一
 
●
）
 
 
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ
 

二
三
二
 
つ
つ
じ
生
け
て
 
そ
の
な
か
に
ひ
だ
ら
 
さ
く
を
．
ん
な

 
 
C
F
B
↑
・
一
．
1
．
-
一
．
'
■
．
↓
 
-

 
一
八
六
 
き
ぬ
た
打
ち
て
 
わ
れ
に
聞
か
せ
よ
や
 
ば
う
が
つ
ま

 
 
 
 
 
比
較
 
一
わ
れ
エ
聞
か
せ
よ
一
（
一
B
-
）

 
 
D
A
B
（
l
l
：
t
1
1
・
 
1
・
一
）
 
 
1

ご
八
五
・
・
甑
奮
い
義
に
か
へ
・
の
あ
・
つ

 
 
D
E
B
（
1
-
t
ー
ー
・
一
・
 
i
・
-
）
 
 
1

一
八
七
．
・
つ
ゆ
と
く
と
く
こ
こ
ろ
み
に
う
き
世
す
す
が
ば
や

 
 
．
・
A
直
（
1
 
●
 
ー
ー
 
 
 
一
-
～
 

O
 
 
 
 
ー
ー
 O）

E

一
七
六
 
さ
る
を
聞
く
ひ
と
 
す
て
子
に
訪
き
の
 
か
ぜ
い
か
に

モ
九
み
そ
か
つ
き
な
レ
｛
せ
の
す
ぎ
を
抱
く
あ
ら
し

 
 
・
A
B
（
斗
・
1
・
1
-
1
・
i
．
・
1
）
 
L

一
八
八
 
お
べ
う
と
し
を
経
て
 
し
の
遼
は
な
に
を
 
し
の
ぶ
ぐ
さ

  

@ 

@
比
較
御
廟
年
経
下
（
F
嘘
／
瑠
千
、
せ
一
（
C
↓

 
 
J
A
A
（
レ
i
●
-
●
 
1
1
一
・
 
一
1
●
）
 
 
1

天
○
．
か
も
あ
ら
ふ
を
ん
な
さ
い
ぎ
や
つ
な
ら
ば
．
つ
た
読
ま
ん

 
 
J
A
B
（
一
i
．
レ
・
 
-
～
-
・
 
一
・
t
）
 
 
1

天
三
手
最
・
ば
消
・
ん
像
だ
ぞ
あ
つ
き
・
・
の
レ
・

 
 
K
E
B
（
1
．
ー
ー
．
 
l
t
．
i
．
 
-
．
」
）
 
 
1
．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

、
二
四
二
、
ぼ
た
ん
し
べ
ふ
か
く
 
分
け
い
つ
る
は
ち
の
．
な
ご
り
か
な
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以
上
四
十
五
句
の
う
ち
字
数
が
定
形
を
越
え
る
も
の
十
五
、
全
体
の
三
分
一

で
あ
る
。
例
文
は
表
の
末
尾
に
近
付
く
ほ
ど
破
格
が
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
る
。

 
「
道
の
紀
」
の
本
文
は
既
に
改
訂
を
経
た
一
種
の
定
稿
と
見
ら
れ
、
発
句
に
つ

ゴ
い
て
は
改
訂
以
前
の
句
稿
が
幾
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
廃
案
に
は
さ

ら
に
破
形
の
進
ん
だ
例
の
あ
る
の
が
認
の
ら
れ
る
。
そ
の
方
は
全
集
の
記
載
に

譲
り
、
上
表
に
は
む
し
ろ
定
形
へ
近
付
け
ら
れ
て
い
る
形
を
挙
げ
て
比
較
と
し

た
。
あ
る
い
は
後
日
の
改
稿
で
あ
ろ
う
か
。
破
形
に
つ
い
て
は
1
2
で
観
察
済

み
、
こ
こ
に
は
た
だ
「
渡
り
」
の
こ
と
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

 
発
句
に
は
初
五
（
上
面
）
あ
る
い
は
座
五
（
下
節
）
が
文
意
上
遊
離
独
立
す
・

る
と
い
う
著
し
い
特
色
が
あ
る
。
た
と
え
一
節
が
こ
う
し
て
切
れ
る
場
合
で
も
．

残
る
二
節
は
連
用
・
連
体
そ
の
他
の
形
で
結
び
付
く
こ
と
が
多
い
心
こ
の
連
接
・

を
広
く
「
渡
り
」
と
仮
称
し
た
の
で
あ
る
が
、
．
そ
の
う
ち
特
に
注
目
し
た
い
の

は
関
係
節
が
甑
程
で
切
れ
る
形
で
あ
る
（
諸
表
中
の
例
文
で
は
切
れ
を
／
の
印
し
で
、
渡
り
を
）
で
表
わ
し
た
）
。
実
例

に
付
く
の
が
分
か
り
易
い
の
で
、
表
二
の
冒
頭
心
痛
を
参
照
す
る
。
最
初
の
一

文
は
「
他
郷
江
戸
に
住
馴
れ
る
こ
と
十
余
年
、
今
で
は
こ
の
地
が
反
っ
て
故
郷

の
よ
う
に
懐
し
い
」
の
意
に
判
読
せ
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
同
句
は

 
 
秋
十
と
せ
／
〔
心
は
〕
か
へ
っ
て
江
戸
を
指
す
 
故
郷
〔
と
し
て
〕

の
語
法
と
な
り
、
「
指
す
」
は
当
然
中
節
に
従
う
は
ず
で
あ
る
。
次
例
に
つ
い

て
は
全
集
に
頭
註
が
あ
り
、
適
切
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
、
「
白
い
冬

牡
丹
に
折
し
も
聞
え
る
千
鳥
の
声
を
、
雪
中
の
ほ
と
と
ぎ
す
か
と
聞
き
な
し
た

趣
向
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
通
り
、
こ
れ
は

 
 
冬
ぼ
た
ん
／
千
鳥
よ
↓
雪
の
ほ
と
と
ぎ
す

の
構
文
、
「
雪
」
は
も
と
よ
り
下
節
へ
懸
か
る
よ
り
他
な
い
。
こ
れ
ら
二
章
が

散
文
な
の
で
あ
れ
ば
、
文
義
通
り
読
ま
れ
、
何
の
問
題
も
な
い
。
た
だ
俳
句
に

は
そ
れ
固
有
の
旋
律
が
あ
り
、
こ
の
規
定
力
は
強
固
で
あ
る
。
上
記
の
等
張
な

ど
も
朗
唱
の
際
に
は
五
七
五
に
切
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
る
（
吐
四
型
撚
陵

實纐

J
し
）
。
か
く
し
て
文
意
に
よ
る
音
読
と
俳
律
に
よ
り
吟
唱
と
・
こ
の
二
種

が
重
な
る
こ
と
に
な
り
、
韻
律
の
効
果
は
複
雑
化
し
て
ぐ
る
。
渡
り
も
一
種
の

技
法
と
見
ら
れ
る
。
芭
蕉
は
時
に
こ
れ
を
用
い
、
初
期
の
も
の
は
中
期
と
比
べ

て
や
は
り
生
硬
、
中
に
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三
三
 
し
ば
し
問
も
 
待
つ
や
／
ホ
ト
ト
ギ
 
 
数
・
〔
ス
〕
千
年

と
い
う
よ
う
な
ふ
ざ
け
た
も
の
も
見
え
る
。
中
期
に
は
比
較
的
数
多
く
試
み
、

そ
の
用
法
は
自
在
、
レ
ば
し
ば
感
動
と
呼
応
し
て
い
る
（
表
一
・
二
参
照
）
。
後
期
に
お

い
で
も
事
例
は
散
見
す
る
け
れ
ど
も
、
使
．
用
は
控
え
目
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

用
法
は
一
層
平
明
と
な
り
、
異
形
な
ど
と
言
う
よ
り
、
自
然
の
流
動
と
見
た
い
種

類
に
転
じ
て
い
る
（
直
ぐ
次
の
表
三
参
照
）
。
後
年
作
者
が
意
企
し
た
方
向
は
平
常
の
用
語

自
然
な
律
動
、
そ
し
て
清
深
な
感
情
と
い
う
の
に
在
っ
た
と
推
測
せ
ら
れ
、
そ

う
い
う
気
持
は
お
の
ず
と
渡
り
の
技
な
ど
を
押
え
る
結
果
に
な
っ
た
と
も
感
ぜ

ら
れ
る
。
 
，

 
報
告
の
基
礎
と
な
る
分
類
の
実
施
を
明
示
す
る
の
が
こ
の
項
の
目
標
で
あ

る
コ
そ
の
第
二
例
と
レ
て
次
の
一
群
を
掲
げ
る
。

 
表
三
 
猿
簑
（
本
書
に
見
え
る
芭
蕉
の
発
句
四
十
二
章
の
類
別
）

 
A
A
A
 
野
を
よ
こ
に
 
う
ま
引
．
き
向
け
よ

 
（
6
＞

た
け
の
こ
や
 
を
さ
な
き
と
き
の

か
た
つ
ぶ
り
 
つ
の
振
り
分
け
よ

ほ
た
る
見
や
 
せ
ん
ど
う
酔
う
て

む
ざ
ん
や
な
、
か
ぶ
と
の
し
た
の

か
げ
ろ
ふ
や
 
き
い
こ
の
い
と
の

ほ
と
と
ぎ
す
（
四
九
六
）

絵
の
す
さ
び
（
六
九
四
）

須
磨
あ
か
し
（
三
九
一
）

お
ぼ
っ
か
な
 
（
六
三
二
）

き
り
ぎ
り
す
（
五
五
一
・
）

・
り
一
9
ぐ
・
も
以
リ
 
（
六
～
七
）
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A
A
B

（
1
8
）

A
B
A

（
3
）

A
B
B

（
7
）

こ
が
ら
し
や
 
ほ
お
ば
れ
い
た
む

か
ら
ざ
け
も
 
く
う
や
の
や
せ
も

た
こ
つ
ぼ
や
 
は
か
な
き
ゆ
め
を

な
つ
く
さ
や
．
つ
は
も
の
ど
も
が

は
ひ
い
で
よ
 
か
ひ
や
が
し
た
の

 
 
 
 
 
 

 
ふ
う
り
う
の
 
 
は
じ
め
や
／
お
く
の

無
き
ひ
と
の
 
小
そ
で
も
い
ま
や

ふ
み
づ
き
や
 
3
。
〕
い
か
も
つ
ね
の

．
ね
む
の
木
の
 
葉
ご
し
も
い
と
へ

び
や
う
が
ん
の
 
夜
さ
む
に
落
ち
て

 
つ
き
き
よ
し
 
ゆ
ぎ
や
う
の
持
て
る

お
こ
ち
ご
の
 
ひ
と
も
と
ゆ
か
し

む
ぎ
め
し
に
 
や
つ
る
る
こ
ひ
か

ぶ
し
ょ
う
さ
や
 
か
き
起
こ
さ
れ
し

 
 
 
 
 
 
み
な
は
な
も
り
の

 
 
 
 
 
 
や
ど
借
る
こ
ろ
や

 
 
 
 
 
 
あ
ふ
み
の
ひ
と
と

 
 
 
 
 
 
ま
り
こ
の
し
ゆ
く
の

 
 
 
 
 
 
た
び
の
こ
こ
ろ
や
‘

ひ
と
さ
と
は

く
た
び
れ
て

ゆ
く
は
る
を

う
め
わ
か
な

住
み
着
か
ぬ

ゆ
き
散
る
や

ま
っ
た
の
む

は
つ
b
ぐ
れ

う
き
わ
れ
を

 
 
 
 
）

か
さ
し
ま
や

穂
屋
の
す
す
き
の

し
ひ
の
木
も
あ
り

ざ
る
も
こ
み
の
を

さ
び
し
が
ら
せ
よ

い
っ
こ
／
さ
っ
き
の ひ

と
の
か
ほ
（
六
六
八
）

か
ん
の
う
ち
（
六
六
一
）

な
つ
の
つ
き
（
三
九
二
）

．
ゆ
め
の
あ
と
（
五
一
三
）

ひ
き
の
こ
ゑ
（
五
一
八
）

）
 
 
 
閏
植
ゑ
う
た
（
五
〇
三
）

ど
よ
う
ぽ
じ
（
四
〇
三
）

夜
に
は
似
ず
（
五
四
〇
）

ほ
し
の
か
げ
（
六
三
七
）

r
た
び
由
浸
か
な
 
（
六
五
〇
）

 
す
な
の
う
へ
（
五
六
八
）
．

う
め
の
は
な
（
三
五
二
）

ね
こ
の
つ
ま
（
六
八
一
）

 
は
る
の
あ
め
（
六
七
六
）

し
そ
ん
か
や
（
六
二
三
）

ふ
ち
の
は
な
（
三
八
三
）

を
し
み
け
る
（
六
二
六
）

 
と
ろ
ろ
じ
る
（
六
七
三
）

お
き
ご
た
つ
（
六
五
九
）

刈
り
分
こ
し
'
（
六
六
九
）

な
つ
こ
だ
ち
（
六
二
八
）

ほ
し
げ
な
り
（
五
九
七
）

か
ん
こ
ど
り
（
六
九
二
）

）
 
 
 
ぬ
か
り
み
．
ち
（
五
一
〇
）

．
芭
蕉
俳
句
の
外
形
．
一
発
句
・
付
句
の
韻
律
に
つ
い
て

＼

A
C
B

（
2
）

B
A
A

B
A
B

（
3
）

B
B
B

C
、
A
A

日
の
み
ち
ゃ

き
り
の
・
木
に

や
ま
ぶ
き
や

な
ほ
見
た
し

ま
ゆ
．
は
き
を

・．

ﾂ
ぐ
ひ
す
の

や
み
の
夜
や

ち
ま
き
結
ふ

や
が
て
死
ぬ

あ
ま
の
屋
は

ひ
ば
り
鳴
く

あ
ふ
ひ
か
た
む
く

う
づ
ら
鳴
く
な
る

宇
治
の
ほ
い
う
の

は
な
に
明
け
ゆ
く

お
ち
か
げ
に
し
て

か
さ
落
と
し
た
る

巣
を
ま
ど
は
し
て

か
た
手
に
は
さ
む

け
し
き
は
見
え
ず

こ
え
び
に
交
じ
る

 
 
 
 
 
な
か
の
ひ
や
う
し
や

 
 
 
 
 
 
 
 

ひ
と
に
い
へ
を
 
 
買
は
せ
て
／
わ
れ
は

さ
っ
き
あ
め
（
六
三
〇
）

へ
い
の
う
ち
（
六
四
六
）

に
ほ
ふ
と
き
（
六
八
三
）

か
み
の
か
ほ
（
三
七
九
）

べ
に
の
は
な
（
五
一
九
）

つ
ば
き
か
な
（
六
一
四
）

鳴
く
ち
ど
り
（
六
八
二
）

ひ
た
ひ
が
み
（
六
九
八
）

せ
み
の
こ
ゑ
（
六
三
四
）

い
と
ど
か
な
（
六
五
一
）

 
き
じ
の
こ
ゑ
（
六
八
四
）

 
 
）

 
 
 
と
し
わ
す
れ
（
六
六
〇
）

．
こ
れ
．
ら
諸
句
の
外
形
は
誠
に
規
則
正
し
く
、
定
数
を
越
え
惹
も
の
は
最
後
の

一
句
だ
け
で
あ
る
。
旋
律
が
ま
た
自
．
然
そ
し
て
平
易
で
あ
る
。
い
ま
は
た
だ
A

A
B
の
出
現
数
が
取
分
け
多
い
点
だ
け
を
指
摘
す
る
。
．

 
以
上
紙
面
の
こ
と
は
構
わ
ず
に
「
道
の
紀
」
「
猿
簑
」
．
中
の
発
句
を
引
用
羅

列
し
た
。
こ
れ
で
も
数
量
は
些
少
、
作
品
全
体
か
ら
見
れ
ば
一
小
部
分
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
こ
と
さ
ら
に
設
け
た
表
二
・
三
三
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
延

用
し
て
一
先
ず
両
群
だ
け
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
。

．
W
．
表
記
道
の
紀
（
ミ
と
略
称
）
と
猿
簑
（
サ
）
に
つ
い
て
律
韻
の
類
形
と
そ
の

出
現
数
と
を
表
示
す
る
。
．

表
四
三
（
左
か
ら
右
へ
横
書
き
）

、
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ミ サ計

AAA 5
AAB 10
AAD 1
ABA 3
ABB 7
ABD 1
ACB
AFB I
BAABAB 3
BBA 1
BBB 1
BFA 1
CAA
CBB 1
CEA 1
CFB 1
DAB 1
DEB 1
FAAi 2
1AB 1
JAA 1
JAB 1
KEB 1

6 11
18 28

  1
3 6
7・14
  1
2

1

3

1

1

2
1

1

6
1

2
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

言十   45 42 87

 
表
の
上
部
に
は
大
体
定
形
が
並
び
、
下
半
は
全
て
破
形
が
占
め
て
い
る
。
ミ

サ
両
者
の
相
違
は
一
見
し
て
明
臼
で
あ
る
。
一
方
し
か
し
定
形
の
部
分
で
は
度

数
や
順
序
が
左
右
極
め
て
よ
く
一
致
す
る
点
に
注
目
せ
ら
れ
る
。
当
面
の
観
察

も
ま
た
定
形
を
主
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
面
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
よ
う
な

方
向
へ
上
表
を
書
き
直
す
。
先
ず
破
格
（
一
音
以
上
の
字
余
り
総
て
）
が
現
わ
れ
る
節
に
竺

律
に
x
の
符
号
を
代
入
し
、
さ
ら
に
そ
の
類
形
を
表
の
下
方
へ
移
す
こ
と
に
す

る
。
前
表
は
次
の
よ
う
な
形
に
移
行
す
る
は
ず
で
あ
る
。
、
，

 
表
一
宮AAA

盆AB
ABA
ABBACB
BAA
BAB
BBA
BBB
AAx
ABx
AxB
BxA
xAA
xAB
xBB
xxA
xxB

ミサ計
5

10
3

7

3

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

3

6
18
3

7
2

1

3

1

1

11
28
6

14
2
1

6
1

2
1

1

1

1

4
3

1

1

3

言十   45  42 87

 
定
形
を
取
立
て
る
目
的
で
作
ら
れ
た
図
表
で
は
あ
る
が
、
そ
の
側
の
観
察
は

最
後
の
結
び
へ
送
っ
て
い
ま
は
触
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
乙
表
で
は
っ
き
り
と

浮
上
っ
て
き
た
破
律
（
x
）
の
性
格
に
留
意
す
ゐ
。
一
つ
は
破
格
が
上
節
に
片

寄
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
既
に
一
言
し
た
。
い
ま
一
つ
は
下
節
に
墨
形

が
極
め
て
少
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
新
た
に
浮
か
び
上
っ
て
き
た
こ
の
特
徴
を

重
視
し
、
こ
こ
で
一
度
報
告
者
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
態
度
を
反
省
す
る
。

 
俳
句
を
律
形
で
分
類
す
る
際
に
は
、
先
ず
上
節
の
符
号
で
大
別
し
、
次
に
中

節
の
種
類
で
細
分
し
、
最
後
に
下
節
で
決
定
す
る
と
い
ケ
方
向
を
取
っ
て
き

た
。
既
出
の
諸
表
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。
も
し
目
標
が
句
意
の
判
読
、
内
容
の

評
価
な
ど
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
か
か
る
下
向
き
の
偏
向
は
極
め
て

妥
当
な
も
の
と
考
え
ち
れ
る
。
作
者
自
身
も
章
節
の
表
現
に
は
取
分
け
深
く
心

を
使
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
字
余
り
の
字
句
が
著
し
《
そ
の
部
分
に
多

い
の
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
詩
形
や
韻
律
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
方
向
を
全
く
逆
に
し
、
先
ず
下
節
に
重
点
を
置
き
、
あ
と
上
方
を
観
察
す

る
と
い
う
態
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
直
さ
れ
る
。
も
と
も
と
作
者
自

身
は
そ
の
用
意
で
臨
ん
で
お
り
、
上
中
両
三
に
は
た
と
え
不
規
則
な
所
が
あ
っ

て
も
、
跡
を
一
定
の
旋
律
で
結
べ
ば
、
そ
れ
で
発
句
の
律
ぽ
成
立
す
る
と
見
て

い
た
一
こ
う
仮
定
す
れ
ば
、
下
節
が
殆
ん
ど
常
に
定
形
と
い
う
事
実
も
説
明

で
き
る
の
で
あ
る
。

 
以
上
の
よ
う
な
考
え
で
下
節
を
主
に
す
る
配
列
へ
と
表
記
の
裏
返
し
を
試

み
、
一
度
は
こ
の
草
案
に
も
記
載
し
た
の
で
あ
る
が
、
図
表
そ
の
も
の
は
重
要

で
な
い
こ
と
を
思
っ
て
削
り
去
る
。
問
題
は
下
節
の
種
類
と
そ
の
出
現
数
で
あ

る
か
ら
、
簡
単
に
合
計
し
て
そ
れ
を
取
り
出
す
。

 
表
四
丙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
，

 
 
 
 
ミ
 
 
サ
 
 
計

 
下
節
A
 
1
4
 
 
1
1
 
 
2
5

 
下
節
B
 
2
9
 
 
3
1
 
 
6
0

 
そ
の
他
 
2
 
 
 
 
 
2

 
下
節
は
大
よ
そ
全
て
が
定
形
で
あ
る
こ
と
を
乙
表
で
知
っ
た
。
そ
の
定
形
は

大
き
く
B
形
へ
片
寄
る
事
実
が
上
表
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
も
結
び
で
確

認
す
る
。
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．

L

 
初
め
か
ら
こ
れ
ま
で
着
手
と
実
施
の
説
明
を
延
々
と
続
け
で
き
た
。
こ
う
し

て
得
ら
れ
．
た
全
旬
の
一
覧
表
を
、
今
度
は
途
申
の
操
作
を
一
切
抜
き
に
し
て
、

卒
然
と
提
出
す
る
。

 
V
、
発
句
の
韻
律
表
．
資
料
と
す
る
千
句
の
う
ち
定
形
之
常
形
（
各
節
一
字
余
り
）
を

主
眼
に
置
き
、
こ
れ
ら
は
類
別
．
ご
と
に
そ
の
符
号
で
表
記
す
る
。
残
る
破
形
に

つ
い
て
は
、
表
四
乙
と
似
た
要
領
で
x
を
代
用
し
、
若
干
図
表
の
簡
素
化
を
図

る
。

♂

五表

AAA
AAB
AAD
ABA
ABB
ABD
ACA
ACB
AEA
AEB
AFB
AFD
AxA
AxB
BAA
BAB
BBA
BBB
BBD
BCA
BCB
BDA
BFA
BFB
BFC
BxB
CAA
CAB
CAx
CBA
CBB
CCA
CCB

105
244
 2
77

169
 1
 4
34

 1
 6
 7
 1
 1
 1
31
90
24

62
 1
 3
 9
 1
 2
 3

 ！

 2
21
22
 1

 7
10

 2
 2

 
註
記

 
．
う
ち
一
個
「

 
．
な
る
。
全
集
に
は
な
お
同
．
 
句
と
し
て
一
項
に
並
記
す
る
異
形
の
句
が
あ
る
。
そ
．
れ
ら
の
う
ち
韻
律

 
の
点
で
見
「
出
し
句
と
椙
違
す
る
r
も
の
が
あ
れ
ば
、
著
し
い
も
の
か
ら
拾
っ
て
順
次
に
算
入
し
だ
。
私

 
．
意
に
過
ぎ
た
操
作
と
難
ぜ
ら
れ
る
反
面
、
完
数
で
あ
れ
ば
、
出
現
数
が
直
ち
に
比
率
を
指
す
便
宜
が

 
あ
る
。
後
者
の
方
を
選
ん
だ
。

 
B
 
付
句
 
題
記
は
大
き
く
B
と
置
い
て
い
る
が
、
中
味
は
些
少
で
あ
る
。

連
句
中
の
付
句
に
は
長
短
の
二
種
が
あ
り
、
長
句
は
五
・
七
｝
五
を
基
準
に
す

る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
発
句
と
同
形
で
あ
り
、
．
考
え
合
わ
せ
て
よ
い
は
ず
で
あ

る
。
集
め
得
た
資
料
八
二
〇
個
を
発
句
の
場
合
と
全
く
同
じ
条
件
で
類
別
表
記
、

す
る
。

 
 
 
 
 
 
1
1
2
3
2
5
1
3
1
1
ー
ユ
2
1
6
1
0
2
1
1
1
3
1
1
1
／
0
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
0

 
 
 
 
 
 
 
A
B
A
B
A
B
A
B
C
D
x
B
B
D
A
B
A
B
C
A
B
A
B
B
a

 
 
 
 
 
 
 
E
E
F
F
A
A
B
B
B
B
B
C
E
E
A
A
B
B
B
C
C
E
E
F
x
 
計

 
 
 
 
 
 
．
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
X
．
X
X
X
X
X
X
X
X
X
．
X

干
句
の
内
訳
i
全
集
に
載
る
発
句
は
、
通
番
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
九
八
○
章
で
あ
る
。

 
（
九
五
五
）
は
下
の
五
文
字
を
欠
く
未
完
の
作
で
あ
り
、
そ
れ
を
除
く
と
実
質
九
七
九
と

芭
蕉
俳
句
の
外
形
．
レ
発
句
・
付
句
の
韻
律
に
つ
．
い
て

'

一LL

A表

AAA 187
AAB 131
AAC一 3
AAD 1
ABA' 126
ABB 99
ABC 1
ACA 16
ACB 13
ACD 1
ADA一 2
ADB 3
ADD 1
AEA 1
AEB 1
AxB 1
BAA 77
．BAB 43
BAC' 1
BAD．1BBA 54
BBB 27
BBD 1
BCA 5
BCB 4
BEA 3
BEB 1
BFB 1
BGA 1
BxA 1

2
3
1
1
1
1
3
1
脚

A
B
A
B
X
X
A
B

A
A
B
C
C
E
A
B
計

C
C
C
C
C
C
D
D

 
C
 
結
び
 
上
表
五
及
び
六
か
ら
出
現
数
の
多
い
も
の
を
八
形
ず
つ
拾
い
、

数
字
の
順
に
配
列
す
る
。

 
表
七
．
発
句
・
付
句
の
対
比

1234567．
0
0

発
句A

A
B

（一

Z
〇
〇
）

A
B
B

A
A
A

B
A
B

A
B
A

B
B
B

B
A
A

B
B
A
・ 二

四
四

一
六
九

一
〇
五

九
〇二三六七

四一二七

付
句A

A
A

．
A
A
B

（
八
ご
○
）

A
B
A

A
B
B

．
B
A
A

B
B
A

B
A
B

B
B
B 一

八
七
（
二
二
・
八
％
）

一
三
｝
 
（
一
六
・
○
％
）

一
二
六

九
九

七
七

五
四

四
三

二
七
、

 
大
よ
そ
こ
れ
ら
で
全
容
が
代
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
比
較
的
多
く
の
項
目

を
並
べ
た
。
．
．
あ
る
い
は
何
か
別
の
事
実
が
こ
の
表
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
こ
こ
に
は
た
だ
最
多
出
現
の
形
が
発
句
で
は
八
A
B
、
・
付
句
で
は
A

A
A
と
分
か
れ
る
一
事
に
言
及
し
て
結
び
と
す
る
。
既
に
A
璽
で
記
し
た
こ
と

で
あ
る
が
．
、
再
度
取
出
し
た
い
。
日
本
語
の
音
調
は
二
音
二
音
の
四
拍
子
を
基

本
に
し
て
組
ま
れ
て
お
り
、
韻
文
に
お
い
て
も
こ
の
性
格
は
変
ら
な
い
。
し
か
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し
古
来
の
詩
歌
は
五
音
七
音
か
ら
成
立
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
節
ご
と
に
休
止

を
置
い
て
、
旋
律
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
二
面
か
ら
し
て
お
の
ず
と
A

形
（
五
音
-
1
・
及
び
七
音
一
1
一
・
）
の
持
続
と
い
う
の
が
韻
文
の
基
調
に
な
っ
て
い
る
。
上
表

で
A
A
A
が
付
句
に
最
多
、
発
句
に
お
い
て
も
少
く
な
い
の
は
こ
の
理
由
に
よ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
我
が
国
の
詩
編
に
は
終
節
を
B
形
（
跡
立
榔
平
韻
礪
心
慮

“
甜
励
）
で
収
め
る
と
い
う
上
記
と
は
全
く
別
の
性
格
が
あ
り
、
こ
の
伝
統
は
一

層
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
発
句
は
独
立
し
た
一
章
で
あ
り
、
B
止
め
の
形
が
多

い
の
は
そ
の
た
め
と
言
え
る
。
A
へ
傾
く
上
中
節
と
B
へ
傾
く
下
節
と
、
こ
の

両
者
は
か
く
性
質
が
違
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
応
区
別
し
て
考
え
る
の
が
便
宜

で
あ
る
。
後
者
の
方
か
ら
先
に
観
察
し
て
行
く
。
先
の
表
七
に
示
さ
れ
た
八
形

は
上
下
全
く
同
一
で
あ
る
の
に
、
順
序
が
相
互
に
少
し
ず
つ
食
い
違
っ
て
い

る
。
見
比
べ
る
と
下
節
B
の
形
が
発
句
で
は
優
先
し
、
付
句
で
は
下
節
A
が
先

行
し
て
い
る
の
に
気
付
く
。
言
葉
よ
り
作
図
が
短
的
直
裁
で
あ
る
。
試
み
に
同

形
の
項
を
上
下
斜
線
で
結
ぶ
。
そ
し
て
下
節
の
A
と
B
の
違
い
に
応
じ
て
斜
線

の
色
を
別
に
す
る
。
答
え
は
そ
の
瞬
間
に
明
白
で
あ
る
。
最
終
的
に
発
句
と
付

句
の
全
体
に
お
け
る
状
況
を
数
字
で
示
し
て
確
認
す
る
。

 
表
書

 
 
 
 
 
発
句
 
 
 
 
付
句

下
節
A
 
 
二
九
五

下
節
B
 
-
六
九
ミ

そ
の
他
 
 
 
＝
一

 
計
 
 
 
○
○
○

 
上
段
を
一
顧
し
て
、

る
。
下
段
の
付
句
に
お
い
て
も
A
止
め
の
数
が
は
っ
き
り
と
多
い
。
付
句
は
前

四
七
九
（
五
八
・
四
％
）

三
こ
九
（
四
〇
・
｝
％
〉

 
一
二

八
二
〇

発
句
に
お
け
る
B
止
め
の
優
勢
は
決
定
的
と
言
い
う

句
を
受
け
、
さ
ら
に
次
男
へ
言
い
送
る
べ
き
言
葉
の
担
い
手
で
あ
る
。
そ
う
い

う
性
格
か
ら
お
の
ず
と
言
い
継
ぎ
の
形
A
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
し
て
も
B
止
め
の
出
現
数
が
少
ぐ
な
い
の
に
注
目
せ
ら
れ
る
。
内
容
の
類
似

し
た
詩
歌
で
あ
り
、
外
形
も
同
じ
と
こ
ろ
が
ら
付
句
に
も
発
句
の
韻
律
が
入
り

込
み
易
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

連
一
四
二
 
5
 
海
鳴
り
て
山
よ
り
曇
る
暮
の
月
（
A
A
B
）

 
絵
紙
ニ
五
 
1
7
 
猿
引
の
猿
と
世
を
経
る
秋
の
月
（
A
B
B
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
連
二
九
九
 
5
 
脊
の
内
は
ら
は
ら
と
せ
し
月
の
雲
（
B
C
B
）

こ
れ
ら
は
付
句
で
あ
る
。
旋
律
は
し
か
し
発
句
を
思
わ
せ
る
。
最
後
に
上
中
下

の
三
節
を
合
わ
せ
た
全
章
に
つ
い
て
考
え
る
。
A
A
を
続
け
て
そ
し
て
B
で
結

ぶ
の
は
我
が
国
の
韻
文
に
最
も
自
然
な
、
ま
た
最
も
普
遍
の
律
形
で
あ
る
。
単

に
俳
句
と
限
ら
ず
諸
種
の
詩
歌
に
お
い
て
こ
れ
が
基
本
の
声
調
だ
と
言
い
う

る
。
詩
章
の
う
ち
に
は
い
つ
ま
で
も
人
の
心
に
残
り
、
し
ば
し
ば
人
に
歌
わ
れ

る
類
の
も
の
が
あ
る
。
作
品
の
詩
美
が
人
に
訴
え
る
か
ら
な
の
で
は
あ
る
が
、

一
方
ま
た
旋
律
が
基
調
に
近
い
も
の
の
多
い
こ
と
を
感
ず
る
。
口
に
載
り
易
く

耳
に
聞
き
易
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
考
え
る
。
こ
の
種
の
基
本
律
は
誠
に

平
明
で
あ
り
n
か
つ
流
動
の
点
で
著
し
い
。
従
っ
て
同
じ
韻
律
の
反
復
は
調
子

だ
け
の
上
滑
り
や
雨
垂
れ
拍
子
の
単
調
に
堕
ち
る
心
配
が
あ
る
。
詩
人
が
そ
れ

を
避
け
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
乙
で
不
定
形
の
自
由
律
の
こ
と
に

は
触
れ
な
い
。
定
形
律
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
う
ち
数
種
の
韻
律
形
式
を
駆
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
時
に
は
甚
だ
し
い
破
格
を
さ
え
試
み
る
。
か
く
し
て
多
様

多
彩
の
詩
律
世
界
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
糸
口
を
さ
え
こ
の
報
告
は
探

り
得
て
い
る
の
か
ど
う
か
。

／
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