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常
に
生
き
生
き
と
流
動
し
て
、
．
生
そ
の
も
の
を
烈
し
い
批
判
に
よ
り
三
百
余
年

の
間
庶
民
の
支
持
存
受
け
て
表
現
し
続
け
て
1
き
た
絵
画
、
そ
れ
が
「
浮
世
絵
」
で

あ
る
。

　
庶
民
の
間
に
生
れ
、
支
持
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
っ
に
、
大
衆
の
好
む

歌
舞
伎
、
．
あ
こ
が
れ
の
評
判
あ
る
美
女
、
遊
女
、
遊
里
、
そ
し
て
又
遊
山
行
楽
の

名
所
風
景
一
さ
て
は
男
女
の
恋
愛
、
其
他
市
井
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
を
描
い
た
こ
と

に
あ
る
。

，
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
を
代
え
て
い
え
ば
、
ユ
庶
民
、
町
人
の
世
界
、
万
民
が
好
愛

し
、
．
そ
し
て
一
見
す
れ
ば
、
す
ぐ
分
か
る
生
活
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
卑
俗
と
い
い
、
官
能
に
の
み
流
れ
て
卑
し
い
絵
と
思
う
人
が
あ
る
が
、

し
か
し
江
戸
塒
代
に
於
て
庶
民
に
許
さ
れ
た
享
楽
こ
そ
は
上
述
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
享
楽
の
天
地
を
描
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　
だ
が
浮
世
絵
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
、
町
人
の
生
活
の
甘
美
な
る
只
単
な
る
外

面
で
は
な
く
、
内
面
を
も
提
ら
え
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ

れ
は
一
女
性
を
描
い
て
も
、
そ
の
女
性
の
生
活
が
あ
り
、
雰
囲
気
は
も
ち
ろ
ん
、

風
情
が
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
女
性
の
美
し
さ
、
み
に
く
ざ
、
悲
し
さ
、
悩
し

さ
、
優
し
さ
、
淫
蕩
さ
、
あ
わ
れ
さ
等
が
一
枚
の
版
画
の
内
に
掛
き
出
さ
れ
て
い

る
。　

生
活
の
美
し
さ
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
第
二
義
的
な
芸
術
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
し
か
し
人
間
の
持
つ
情
感
の
究
極
は
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
於
て
一
つ
で

あ
る
。

　
浮
世
絵
の
優
れ
た
作
品
が
、
各
々
の
生
活
を
描
い
て
、
し
か
も
そ
の
情
感
に
徹

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
そ
の
価
値
が
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
浮
世
絵
に
、
興
味
と
関
心
を
も
つ
に
い
た
つ
た
の
は
、
一
つ
に
日
本

美
術
史
の
さ
＼
や
か
な
研
究
の
中
途
に
於
て
、
　
「
浮
世
絵
」
が
、
吾
が
国
独
自
の

美
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

○
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吾
が
国
の
美
術
を
吏
的
に
見
れ
ば
、
大
部
分
は
大
陸
の
強
い
影
響
の
も
と
に
発
達

し
て
い
る
。
古
代
の
仏
教
美
術
が
朝
鮮
、
支
那
の
影
響
を
受
け
、
中
世
の
水
墨
画

が
支
那
に
、
そ
し
て
現
代
の
絵
画
が
西
洋
の
影
響
の
も
と
に
発
達
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
1
し
か
る
に
浮
世
絵
1
こ
そ
は
、
江
戸
期
に
於
け
る
吾
が
国
独
得

の
創
造
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
．

　
そ
し
て
浮
世
絵
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
が
、
人
間
的
な
生
活
を
要
求
し
、
感
情

の
目
由
と
、
入
間
性
の
解
放
を
求
め
て
、
自
ら
み
て
感
じ
る
と
こ
ろ
を
、
自
ら
の

手
κ
よ
つ
て
表
現
し
た
、
民
衆
の
声
を
開
く
こ
と
の
で
き
る
美
術
で
あ
る
こ
と
に

強
く
引
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
吾
が
国
の
美
術
は
、
古
く
か
ら
貴
族
階
級
の
独
占
で
あ
つ
て
、
浮
世
絵
の
出
現

を
見
る
ま
、
で
．
は
、
も
ろ
も
ろ
の
美
術
は
、
あ
ま
り
に
も
優
美
で
あ
り
、
典
雅
で
あ

り
、
華
麗
で
あ
り
、
且
つ
枯
淡
で
あ
つ
て
、
一
般
庶
民
と
は
、
隔
絶
さ
れ
た
、
よ

そ
よ
そ
し
い
も
ー
の
が
あ
つ
て
、
手
の
出
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
浮
世
絵
と

は
異
る
、
人
問
的
な
温
か
味
や
、
親
和
さ
と
い
う
べ
き
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
か
つ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
向
数
十
年
前
か
ら
版
画
の
自
作
に
興
味
を
有
し
て
い
た
矢
先
き
、
今
か
ら
五
年

前
、
即
ち
昭
和
二
十
七
年
十
月
に
、
た
ま
た
ま
京
郡
市
の
美
術
館
に
於
て
催
さ
れ

た
「
歌
麿
生
誕
二
百
年
記
念
」
の
浮
世
絵
展
覧
会
に
於
て
、
初
期
浮
世
絵
か
ら
現

代
版
画
に
至
る
、
数
百
点
の
浮
世
絵
作
晶
を
数
日
間
見
学
し
て
、
直
接
指
導
を
受

け
、
強
く
引
き
っ
け
ら
れ
た
こ
と
と
共
に
、
そ
の
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
展
観
作

晶
中
に
、
我
が
郷
土
の
故
桑
原
羊
次
郎
先
生
の
秘
蔵
の
も
の
の
中
か
ら
数
十
点
の

出
晶
を
目
の
あ
た
り
見
て
、
近
く
に
権
威
あ
る
指
導
者
と
浮
世
絵
の
蒐
集
の
数
多

く
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
、
こ
の
浮
世
絵
の
研
究
に
一
層
の
関
心
を
も
つ
に
い
た
つ

た
。
と
こ
ろ
が
、
其
後
浮
世
絵
の
権
威
者
檜
崎
宗
重
博
士
の
来
松
を
得
て
、
又
一

段
と
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
・

　
以
上
が
浮
世
絵
に
対
す
る
研
究
へ
の
興
味
と
関
心
を
も
っ
に
い
た
っ
た
動
機
で

あ
る
。

　
従
来
、
浮
世
絵
の
研
究
者
は
、
浮
世
絵
版
画
と
肉
筆
画
と
の
関
連
に
於
て
ハ
浮

世
絵
を
説
明
し
て
き
て
い
る
が
、
肉
筆
画
に
は
、
以
前
と
し
て
伝
統
あ
る
狩
野

派
、
土
佐
派
等
の
流
派
が
流
れ
て
お
り
、
所
謂
庶
民
の
絵
画
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
こ
の
肉
筆
画
を
排
除
し
て
、
本
研
究
で
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
芸
術

と
し
て
の
特
質
を
有
す
る
「
浮
世
絵
版
画
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
。

二
、
浮
世
絵
の
意
義

　
「
浮
世
」
　
「
浮
世
絵
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
諸
説
多
く
、
そ
の
定
説
は
定
め

ら
れ
な
い
が
「
伯
本
美
術
辞
典
」
に
よ
れ
ば
、
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
浮
世
絵
　
日
本
絵
画
の
一
流
派
の
名
称
、
浮
世
の
絵
所
謂
時
世
粧
の
絵
を
い

　
　
い
。
特
に
江
戸
時
代
初
期
か
ら
興
つ
た
新
形
式
の
風
俗
画
の
流
派
を
か
く
呼

　
　
ん
だ
。
：
…
・

　
と
あ
る
。
し
か
↓
浮
世
絵
の
意
義
は
、
時
代
を
経
る
に
従
つ
て
、
そ
の
意
味
に

も
相
違
が
あ
る
。

　
先
づ
「
浮
世
」
に
っ
い
て
従
来
の
資
料
を
挙
げ
る
と
、
柳
亭
種
彦
は
早
く
己
に

柳
亭
記
中
考
証
し
て
「
浮
世
と
云
う
に
二
つ
あ
り
。
一
は
憂
世
の
中
、
そ
れ
は
誰

々
も
知
る
如
く
歌
に
詠
み
て
古
き
詞
な
り
、
一
つ
の
浮
世
は
今
様
と
云
う
に
通
へ

り
」
と
云
い
、
文
明
十
二
年
太
田
持
資
の
平
安
紀
行
に
見
る
、

　
み
る
た
び
に
お
も
し
ろ
け
れ
ば
ふ
じ
の
根
の
雪
は
う
き
世
の
姿
な
り
け
り
。
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の
歌
を
挙
げ
て
「
う
き
世
の
姿
、
是
則
今
様
の
姿
な
り
文
明
の
頃
よ
り
は
、
た

し
か
に
一
方
の
惇
世
の
詞
な
り
」
と
、
此
の
用
牽
例
の
早
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を

説
き
、
又
附
説
し
て
散
木
奇
歌
集
の

と
り
っ
な
げ
み
か
き
が
原
の
は
な
れ
駒
浮
世
に
　
あ
れ
て
跡
も
と
ゾ
め
ず

　
と
あ
る
。
を
此
の
語
例
の
一
づ
と
認
め
て
い
る
。
他
に
山
東
京
伝
、
太
田
南

畝
、
喜
多
村
信
節
等
の
考
証
が
あ
る
が
何
れ
も
大
同
小
異
の
も
の
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
浮
世
は
、
荘
子
の
「
其
生
如
夢
」
と
あ
る
如
く
、
憂
き
生

の
義
で
、
其
処
に
厭
世
的
意
義
が
あ
つ
た
の
が
、
室
町
時
代
に
至
つ
て
今
様
又
は

世
問
の
意
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
「
連
集
良
材
」
に
、

　
花
さ
け
ぱ
浮
世
の
人
に
な
り
は
て
て
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
　
砥

　
「
新
撰
菟
到
波
集
」
・
に

　
春
は
た
だ
芳
野
の
お
く
も
う
き
世
に
て
　
　
　
　
　
　
　
参
議
基
網

　
等
、
、
そ
の
一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
徳
川
時
代
に
入
っ
て
は
、
漸
次
当
代

又
は
世
間
の
意
を
こ
め
、
更
に
厭
世
的
な
思
想
は
幾
分
残
つ
て
い
て
ポ
、
其
処
に

享
楽
的
な
浮
世
と
い
ケ
意
が
農
厚
と
な
つ
て
き
た
。
「
そ
ぞ
ろ
物
語
」
に
、

　
今
様
σ
一
ふ
レ
か
や
夢
の
浮
世
に
た
ゾ
狂
へ
心
ざ
ま
優
に
や
さ
し
き
女
房
ど
も
．

1
湯
よ
茶
よ
と
い
ひ
て
持
ち
来
1
り
、
た
は
ぷ
れ
浮
世
語
り
を
な
す
。

．
等
を
見
て
首
肯
で
き
る
と
こ
み
で
泳
ろ
う
。
か
く
て
浮
世
と
い
う
許
を
用
い
、

浮
世
袋
、
昆
世
ご
と
、
－
浮
世
栂
子
等
ど
、
・
新
な
器
財
の
名
称
を
造
る
に
至
り
、
新

案
と
か
当
世
風
と
か
の
語
意
に
な
っ
た
こ
と
を
組
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

　
浮
世
絵
の
語
が
発
見
ぎ
れ
た
の
は
．
天
和
二
年
「
好
色
一
代
女
」
．
に
コ
扇
も
十

二
本
祐
替
の
浮
世
絵
」
と
あ
る
の
を
最
初
に
見
る
。
唯
寛
文
期
の
宙
家
に
浮
世
正

歳
と
．
い
う
人
が
あ
σ
∵
浮
世
人
物
の
絵
と
い
う
程
の
意
で
用
い
ら
札
て
あ
る
と
す

れ
ば
、
寛
文
期
に
於
て
、
此
の
新
し
壱
器
財
に
用
い
ら
れ
た
と
同
じ
時
代
に
（
灯
わ

れ
て
い
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
文
献
的
に
は
、
未
だ
確

証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
一
考
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
延
宝
以
降
版
刻
の

絵
本
が
盛
ん
と
な
っ
て
は
、
浮
世
絵
の
語
は
全
く
、
一
般
化
さ
れ
る
に
至
つ
た
の

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
・

　
従
っ
て
「
浮
世
」
即
ち
「
浮
」
と
は
「
憂
き
」
で
あ
つ
た
の
が
、
こ
の
意
が
段

々
と
な
く
な
っ
て
「
現
実
の
世
界
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
即
ち
「
現
世
」
、
「
こ

の
世
」
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
。

　
こ
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
と
一
江
戸
時
代
の
前
時
代
で
あ
る
桃
山
時
代
は
「
生
」

が
否
定
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
浮
世
が
一
番
「
う
き
う
き
」
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
、

た
歓
楽
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
其
の
歓
楽
の
世
界
で
最
も
「
う

き
う
き
」
し
た
世
界
は
、
遊
里
（
廓
）
を
意
味
し
た
。
当
時
の
遊
里
は
現
代
の
遊

里
よ
り
は
、
余
程
の
ど
か
な
所
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
歓
楽
の
世
界
を
描
く
、
そ
の

こ
と
は
一
衝
の
風
俗
画
と
な
り
、
従
つ
て
「
浮
世
絵
」
と
は
、
風
俗
画
と
同
意
義
1

に
解
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
1
こ
れ
は
狭
義
の
浮
世
絵
と
い
う
こ
と
で
、
後
に
は
臥
俗
画
の
み
と
は
隈
ら
な
い

で
、
浮
世
絵
に
も
、
風
景
画
も
、
花
鳥
画
も
浮
世
絵
の
中
に
、
入
れ
て
、
広
義
に
解

す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
を
。

　
　
　
三
一
浮
世
絵
全
盛
期
と
時
代
相

　
浮
世
絵
が
江
戸
時
代
の
後
期
で
あ
る
寛
政
新
に
於
て
、
そ
の
黄
金
期
と
称
せ
ケ

れ
る
に
室
っ
た
こ
と
に
っ
い
て
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
即
ち
杜

会
の
必
要
的
要
求
が
あ
う
た
と
患
わ
れ
る
。
，
こ
の
時
κ
相
を
明
に
す
る
の
が
、
本
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章
の
主
眼
で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
上
所
謂
黄
金
期
を
将
来
し
た
時
代
相
に
っ
い

て
述
べ
た
い
。

　
浮
世
絵
の
黄
金
期
は
、
日
本
美
術
史
上
か
ら
す
れ
ば
、
二
七
八
一
年
か
ら
一
八
〇

四
年
迄
の
二
十
年
間
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
其
の
間
に
か
作
を
発
表
し

た
、
浮
廿
絵
師
ξ
北
竪
政
一
憂
一
亟
が
責
北
尾
派
の
元
祖
と
賀

彼
の
門
下
か
ら
は
、
政
塁
箏
冨
美
二
議
一
等
が
あ
り
．
着
雫
重
厚

な
色
調
と
描
線
は
彼
の
画
風
の
特
徴
で
あ
る
。

鳥
居
派
に
て
は
、
四
代
の
嚢
言
書
一
が
あ
り
、
役
者
絵
よ
り
も
美
人
画

家
と
し
て
、
歌
麿
．
栄
之
と
共
に
美
人
画
家
の
三
巨
匠
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
特

に
清
長
は
ナ
錦
判
の
二
枚
絵
、
1
三
枚
絵
と
い
つ
た
大
画
－
面
を
創
始
し
て
、
1
美
人
の

群
集
を
描
い
た
こ
と
は
、
伎
の
功
績
で
あ
る
。

歌
降
、
ふ
み
見
図
（
大
判
錦
絵
）

　
歌
麿
の
全
作
品
申
、
特
色
が
あ
り
間
題
を
も
つ
作
品
で
あ
る
。
先
づ
、
衣
服
が
無
線

　
刷
で
あ
る
。
そ
し
て
歌
麿
自
慢
の
賛
文
が
あ
り
、
彼
の
性
格
を
知
る
一
端
と
も
な
る

．鵠

．
黒

甜、
’

竈　繍

蜻

嗣
嚢
灘
1

｝
　
逼

宜
籔

撒

榊…
撚

間
題
を
提
供
し
て

い
る
、

　
特
に
線
を
基
本

。
と
し
て
成
立
す
る

木
版
画
に
於
て
、

線
を
放
棄
し
、
色

彩
主
義
の
確
立
は

版
画
史
上
最
も
意

義
あ
る
仕
事
で
あ

る
。

．
喜
多
川
歌
麿
二
舘
だ
一
彼
は
世
界
の
歌
麿
で
あ
っ
て
、
寛
政
期
に
於
け
る

作
晶
は
、
已
に
清
長
を
脱
皮
し
た
彼
本
然
の
画
風
を
示
し
、
女
性
の
真
の
美
し
さ

を
描
い
て
い
る
。
し
か
も
背
色
に
雲
母
摺
（
き
ら
ず
り
）
や
黄
摺
（
き
ず
り
）
、
を

利
用
し
て
、
圃
面
に
効
果
を
上
げ
た
の
も
、
，
彼
の
天
稟
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
喜
多
川
派
は
歌
麿
の
存
在
が
あ
ま
り
に
も
偉
大
な
る
た
め
か
、
こ
れ
を
継

承
す
る
だ
け
の
傑
作
が
出
な
か
つ
た
。

鳥
文
斎
細
累
之
言
妻
一
は
、
細
田
派
の
祖
で
、
歌
麿
と
共
に
寛
政
時
代
に

於
け
る
浮
世
絵
美
人
画
家
で
あ
る
。
彼
の
特
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
武
家
で
あ
っ
て

町
絵
師
ど
な
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
描
く
美
人
は
、
清
麗
、
清
楚
、
高
向
優
雅

で
か
つ
で
、
歌
麿
の
肉
感
肘
な
迫
力
に
対
し
て
、
．
ど
こ
ま
で
む
優
し
い
女
性
の
姿

態
、
し
か
も
清
浄
美
を
描
い
て
妙
で
あ
る
。

　
栄
之
の
弟
子
に
、
栄
昌
、
栄
里
が
知
ら
れ
て
い
る
。

歌
川
豊
春
一
憂
虚
一
、
歌
川
派
の
祖
と
し
て
、
肉
筆
画
の
美
人
画
に
長
じ
、

版
画
で
は
、
多
く
江
戸
名
肝
を
描
い
た
浮
絵
を
残
し
て
い
る
。

彼
の
門
下
か
ら
豊

広
言
志
一
、
豊
国
烹
董
の
二
人
が
出
て
い
る
。

勝
川
蓬
一
笛
一
一
一
勝
川
派
の
祖
春
章
の
最
高
弟
に
し
て
、
勝
川
派
の
画

風
を
伝
え
、
役
者
絵
を
写
実
的
に
、
し
か
も
「
大
首
絵
」
と
称
す
る
画
面
一
杯
に

描
い
て
有
名
で
ぢ
る
。
’
天
明
七
、
八
年
頃
に
中
風
と
な
り
、
左
手
を
も
つ
て
、
自

ら
左
筆
と
称
し
て
画
作
を
な
し
た
。
他
に
勝
川
春
英
言
一
珍
、
勝
川
春
潮

一
紺
八
世
鯛
一
が
あ
り
、
特
色
省
る
浮
世
絵
が
多
く
あ
る
。

　
東
洲
斎
写
楽
（
不
明
）
忽
然
と
出
現
し
、
九
ケ
月
の
間
に
、
百
四
十
種
の
作
品

を
残
し
た
天
才
画
家
で
あ
つ
て
、
歌
麿
と
共
に
そ
の
名
は
世
界
的
で
あ
る
。
－

●

sokyu
●

fig.080201.pdf
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彼
の
絵
は
、
主
観
的
な
る
も
の
で
、
内
に
美
を
求
め
た
と
い
う
べ
き
で
、
歌
舞

伎
役
者
の
肖
像
画
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

　
以
上
、
極
め
て
概
括
的
に
、
浮
世
絵
黄
金
時
代
の
作
者
に
っ
い
て
あ
げ
た
が
、

こ
う
し
た
黄
金
時
代
を
招
来
し
た
こ
と
は
、
そ
の
前
期
か
ら
の
大
き
い
時
代
相
の

影
響
の
あ
る
こ
は
論
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
。
．

　
日
本
美
術
史
に
お
け
る
時
代
区
分
に
て
は
、
こ
め
浮
世
絵
黄
金
時
代
は
、
江
戸

時
代
の
後
期
に
あ
た
る
寛
政
時
代
一
毫
。
。
一
で
あ
る
。
そ
の
前
期
を
寛
文
時
代

一
室
。
。
一
と
称
亥

　
先
づ
寛
文
時
代
の
時
代
栢
を
考
え
る
と
、
本
時
代
は
所
謂
武
家
至
上
主
義
の
結

果
が
、
．
秩
序
的
世
界
観
と
な
り
、
世
襲
的
階
級
制
度
は
、
つ
い
に
封
建
制
度
を
形

成
し
て
来
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
勿
論
徳
川
氏
の
安
泰
を
願
つ
た
制
度
で

は
あ
る
が
、
．
こ
の
制
度
か
ら
、
か
の
1
御
法
度
を
考
え
て
見
る
。

　
御
法
度
と
は
、
禁
止
を
意
味
す
る
も
の
で
、
人
間
の
意
欲
を
禁
止
す
る
制
度
で

あ
つ
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
・
手
も
足
も
出
な
い
と
い
う
状
態
と
な
り
、
こ
の
制
度

に
従
つ
て
、
秩
序
的
世
界
観
、
即
ち
秩
序
性
と
い
う
も
の
が
生
起
し
て
い
る
。
1

元
来
御
法
度
と
い
う
こ
ど
は
、
あ
る
べ
き
こ
と
1
と
云
，
つ
こ
と
で
は
あ
る
f
が
以
上

の
よ
う
な
、
時
代
相
に
よ
つ
て
、
一
般
庶
民
は
、
安
分
的
な
る
消
極
的
精
神
と
な

り
、
激
情
的
、
意
欲
的
な
生
態
度
は
極
度
に
制
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
つ
て
、
美

術
に
も
、
そ
の
影
響
は
甚
だ
大
き
い
も
の
が
あ
る
。

，
彼
の
狩
野
派
が
代
を
重
ね
る
に
従
つ
て
、
生
気
を
失
っ
て
来
て
、
た
ゾ
伝
統
的

流
派
に
陥
入
つ
た
事
実
を
省
み
て
も
首
肯
の
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
．

　
し
か
し
、
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
永
く
続
く
も
の
で
は
な
く
、
こ
＼
に
寛
政
時
代

と
な
り
、
武
士
階
級
に
対
す
る
町
人
階
級
の
出
現
が
大
き
べ
浮
び
出
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
町
人
階
級
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
等
は
極
め
て
実
証
主
義
に
立
つ
て
い

る
、
こ
れ
は
現
実
を
重
じ
る
も
の
で
、
婁
言
す
れ
ば
、
所
謂
功
利
主
義
的
存
在
で

省
る
∵
（
の
こ
と
は
勿
論
町
人
が
前
述
の
如
く
現
実
を
重
じ
、
確
実
性
を
重
じ
る

と
こ
ろ
か
ら
生
れ
出
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
町
人
階
級
に
於
て
、
忘
れ
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
は
、
彼
等
の
世
界
が
、
計
算
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

武
家
階
級
の
高
踏
主
義
、
即
ち
精
神
主
義
の
非
利
己
主
義
と
実
に
好
対
象
で
あ

る
。
一
だ
が
し
か
し
、
武
士
階
級
も
、
徳
川
の
泰
平
に
な
れ
て
、
逐
次
生
の
堕
落
を

生
じ
て
き
て
、
本
時
代
よ
り
こ
の
両
階
級
の
思
想
的
背
景
の
混
乱
を
生
じ
、
杜
会

共
同
体
の
意
識
が
弱
っ
て
来
て
、
自
我
を
開
放
す
る
精
神
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
自
我
開
放
と
は
現
代
の
自
我
襯
放
と
は
違
つ
て
、
東
洋
的
な
隠
遁
的

で
あ
る
自
我
を
開
放
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
町
人
階
級
は
、
富
を
獲
得
し
、
自
己
の
力
を
自
覚
し
た
の
で
、
自

と
彼
等
の
生
活
も
余
裕
を
生
じ
て
き
た
、
従
つ
て
生
を
楽
し
み
、
遂
に
封
建
制
に

よ
っ
て
抑
庄
さ
れ
て
、
埋
れ
て
い
た
創
造
が
芽
生
え
て
、
こ
れ
を
大
い
に
発
揮
す

る
こ
と
と
な
つ
．
て
、
　
「
み
や
び
」
即
ち
風
流
が
浮
び
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
も
そ
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
も
の
に
、
歌
舞
、
音
曲
、
そ
れ
に
使
用
し
た
華

美
な
意
匠
が
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
名
。
　
　
　
　
　
　
。

　
向
、
酎
人
階
級
が
、
自
由
と
享
楽
を
求
め
、
人
問
と
し
て
の
生
活
を
要
求
し
た

結
果
と
し
て
の
興
隆
し
た
も
の
に
、
歌
舞
伎
芝
居
に
加
え
て
遊
女
町
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
い
ま
こ
＼
に
、
歌
舞
伎
芝
居
や
遊
女
町
に
つ
い
て
、
述
べ
る
紙
数
は
な

い
が
、
歌
舞
伎
芝
居
の
始
め
と
し
て
、
出
雲
の
巫
女
お
国
が
、
慶
長
八
年
（
一
六

〇
三
）
京
都
北
野
で
、
念
仏
踊
を
興
業
し
て
か
ら
、
女
歌
舞
伎
と
な
り
、
若
衆
歌



一
1
6

舞
伎
、
1
野
郎
歌
舞
伎
と
代
っ
て
っ
い
に
∵
元
藤
歌
舞
伎
ど
華
々
し
い
発
達
を
も
た

ら
し
た
こ
と
を
附
加
し
て
お
く
∵
－
・
．
1
　
、
　
．
一
、
。
二
∴

∴
又
遊
女
町
と
し
て
町
人
階
級
ど
最
も
深
い
関
係
に
あ
つ
た
も
の
は
、
江
戸
、
京

都
、
大
阪
三
都
め
遊
女
町
で
あ
う
で
、
湯
女
の
存
在
・
も
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
1
∵
．．

浮
世
絵
版
個
に
、
こ
れ
ち
が
中
心
主
題
と
し
て
描
写
ざ
れ
た
の
も
当
然
の
現
象

で
あ
る
｛
、
　
．
．
一
一
．
∵
∴
、

　
以
上
の
よ
ウ
つ
な
時
代
相
に
よ
う
て
、
庶
民
の
芸
術
と
し
て
浮
世
絵
の
廻
生
し
た

．
こ
と
は
「
．
必
■
然
的
で
あ
る
と
考
え
ち
れ
る
。

、
．
，
そ
し
て
、
、
こ
の
浮
世
絵
（
肉
筆
画
）
が
．
版
画
と
な
づ
た
こ
と
は
、
そ
の
源
流

を
．
．
お
伽
草
紙
に
求
め
呑
こ
と
が
出
来
る
。
．
こ
の
小
説
物
語
を
庶
民
の
な
か
へ
と

ゲ
い
れ
み
手
段
を
室
町
時
代
の
町
入
か
ら
考
え
ら
れ
て
．
’
従
来
の
絵
巻
物
風
を
冊

子
と
し
、
・
絵
画
を
挿
入
す
る
手
段
を
講
じ
た
。
し
か
し
肉
筆
画
で
は
と
う
て
い
一

艇
庶
民
の
需
要
に
応
じ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
こ
で
短
時
問
の
う
ち
に
数
多
く
安

価
に
制
作
す
る
方
法
を
工
夫
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
＼
に
木
版
技
術
を
利
用
し
、

木
版
に
よ
み
挿
絵
（
即
ち
木
版
絵
）
入
本
を
以
て
、
古
字
本
に
代
え
る
方
法
が
と

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
σ
木
版
絵
入
本
こ
そ
、
浮
世
絵
版
画
の
源
流
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
庶
民
的
職
人
画
系
の
も
の
が
多
く
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
が
発
展
し
て
民

衆
画
家
菱
川
帥
宣
に
よ
づ
て
大
成
さ
れ
、
こ
＼
に
浮
世
絵
版
画
の
基
礎
が
確
立
さ

れ
た
の
で
．
あ
る
。

四
一
浮
世
絵
版
画
の
発
蓬
と
艦
嶋

浮
世
絵
版
画
の
始
祖
と
し
て
は
、
菱
川
帥
宣
を
挙
げ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
帥
宣
の
版
画
は
始
め
版
木
に
黒
線
め
み
を
彫
り
、
是
を
刷
つ
た

黒
一
色
の
も
の
で
あ
つ
た
バ
こ
れ
を
二
枚
の
紙
に
摺
つ
た
も
の
が
一
校
絵
と
云
れ

れ
、
帥
宣
等
に
よ
っ
て
墨
摺
大
判
絵
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
「
、
こ
の
墨
摺
絵
が
発
展
し
て
一
墨
絵
絵
に
筆
に
よ
一
つ
て
彩
色
を
施
し

た
。
こ
の
方
法
は
平
安
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
浮
世
絵
版
画
に
て
は
、
極

あ
て
簡
単
に
墨
摺
絵
に
「
丹
を
主
と
し
、
そ
れ
に
草
色
、
黄
色
な
ど
後
に
は
淡
藍

や
紅
な
ど
を
用
い
て
一
極
く
大
ま
か
に
手
彩
色
（
又
拡
筆
彩
色
）
し
た
丹
絵
に
発

展
し
た
、
丹
絵
は
勿
論
物
其
物
の
色
は
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
’
簡
素
な
面
白

味
を
見
せ
、
思
わ
ぬ
配
合
の
面
白
さ
も
現
わ
れ
、
墨
摺
よ
り
も
一
段
と
進
展
し
た

も
の
と
な
つ
た
。

鳥
井
清
債
一

休
誼
一
が
鳥
居
派
の
初
代
と
々
江
戸
扇
場
に
於
雀
看

板
番
附
は
一
切
為
居
家
の
仕
事
と
な
づ
た
が
、
特
に
瓢
箪
足
蛭
螂
描
き
を
創
造
し

て
江
戸
歌
舞
伎
の
荒
事
を
写
す
に
最
適
の
描
法
を
発
表
し
尤
。

円
絵
は
、
奥
村
政
信
一
欺
耽
一
■
に
よ
つ
て
、
漆
絵
に
発
展
し
た
。
嚢
は
、

墨
摺
絵
に
筆
彩
色
を
施
す
こ
と
は
丹
絵
と
同
じ
で
あ
る
が
、
女
の
頭
髪
と
か
着
衣

の
一
部
分
と
伽
黒
い
色
の
目
立
つ
部
分
を
選
ん
で
、
そ
の
黒
色
を
強
調
す
る
た
め

に
、
黒
漆
を
塗
つ
て
強
く
光
沢
を
見
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
此
の
漆
は
事
実

上
用
い
ら
れ
た
の
は
少
く
、
普
通
、
漆
の
代
弔
と
し
て
多
量
の
膠
が
用
い
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
尚
、
政
信
は
丹
絵
の
丹
に
紅
を
使
用
し
て
、
紅
絵
を
も
案
出
し
た
。
又
描
法
の

上
に
斜
技
影
、
軸
測
投
影
の
外
に
、
遠
近
法
に
よ
る
所
謂
浮
絵
を
創
始
し
て
い
る

こ
と
も
、
浮
世
絵
版
画
の
発
達
を
語
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

西
村
重
長
一
；
五
六
一
が
出
て
、
細
絵
の
三
枚
残
石
摺
絵
を
案
出
し
た
。
そ
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の
門
人
石
川
豊
信
く

篶
ξ
は
、
手
彩
色
に
よ
ら
ず
木
版
に
よ
っ
て
色
彩
が
摺

り
出
さ
れ
1
た
初
期
の
色
彩
版
画
で
あ
る
紅
摺
絵
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
紅
摺
絵
は

後
の
錦
絵
出
現
の
前
提
ど
し
て
意
義
が
あ
る
。

詰
「
紅
摺
絵
は
紅
絵
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
事
実
紅
絵
は
丹
絵
及
漆
絵
の
別
名
と
称

す
る
の
が
妥
当
ら
し
く
、
版
木
に
よ
る
彩
色
摺
の
絵
を
紅
摺
絵
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ

る
と
思
う
」

　
又
豊
信
は
「
あ
ぶ
な
絵
」
の
作
晶
が
多
い
。
、
レ
か
し
、
こ
の
あ
ぷ
な
絵
は
豊
信

の
み
で
な
く
、
政
信
等
に
む
作
品
が
あ
る
が
、
そ
の
描
か
れ
て
い
る
露
わ
な
女
休

は
、
あ
く
ま
で
女
性
風
俗
で
、
女
性
生
活
中
の
姿
態
美
を
こ
＼
ま
で
堀
り
下
げ
て

来
た
こ
と
は
、
浮
世
絵
版
画
の
性
格
的
前
進
を
意
味
し
た
発
展
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ
い
た

　
紅
摺
絵
は
工
夫
が
重
ね
ら
れ
て
、
多
数
の
色
板
を
使
用
し
て
重
ね
て
印
刷
を
な

し
、
摺
り
上
が
っ
た
木
版
画
が
、
描
か
れ
た
物
そ
の
も
の
と
同
じ
色
彩
を
現
わ
す

ま
で
に
発
達
し
た
ピ
人
々
は
、
こ
れ
を
見
て
、
　
「
錦
の
如
く
美
し
い
絵
」
と
称
し

春
信
、
縁
先
物
語

　
（
中
判
錦
絵
）

　
春
信
は
人
物
の

肉
感
性
を
否
定

し
、
そ
の
情
緒
性

の
表
現
に
集
中
し

た
。
そ
の
人
物
は

常
に
可
憐
で
、
人

形
の
如
く
、
楚
々

と
し
た
姿
で
あ

る
。
そ
れ
は
む
し

ろ
感
傷
的
で
さ
え

あ
る
、
本
図
は
よ

く
そ
の
特
質
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
。

錦
絵
と
呼
ん
だ
。
使
用
し
た
用
紙
も
一
紅
摺
絵
に
は
、
仙
花
、
柾
等
を
用
い
た
が

錦
絵
に
は
奉
書
等
の
精
良
の
も
の
を
用
い
た
。
こ
の
錦
絵
こ
そ
、
後
に
世
界
の
讃

仰
を
得
た
浮
世
絵
版
画
で
あ
る
。

こ
の
錦
絵
の
創
始
者
は
、
西
村
重
長
の
門
か
ら
出
た
鈴
木
春
信
；
轟
一
で

あ
る
。
勿
論
錦
絵
の
創
始
に
あ
つ
て
は
春
信
の
か
げ
に
あ
つ
た
製
作
技
術
者
で
あ

る
彫
師
、
摺
師
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
錦
絵
の
出
現
に
よ
つ
て
、
浮
世
絵
版
画
の
発
展
は
極
度
に
達
し
、
錦
絵
問
屋
は

続
出
し
競
っ
て
錦
絵
を
売
出
し
、
こ
＼
に
浮
世
絵
の
最
盛
期
が
出
現
し
た
わ
け
で

あ
る
。

　
こ
の
最
盛
期
を
浮
世
絵
版
画
の
黄
金
時
代
と
称
し
、
そ
の
間
に
輩
出
し
た
、
絵

師
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
画
技
法
と
し
て
、
清
長
の
大
錦
判
、
歌

麿
の
雲
母
摺
、
黄
摺
，
春
好
の
大
首
絵
等
が
特
記
さ
れ
る
。

　
し
か
し
浮
世
絵
も
、
浮
世
絵
師
の
芸
術
的
活
動
が
漸
く
営
業
体
と
し
て
確
立

し
て
来
た
版
元
の
勢
力
に
右
左
さ
れ
て
、
販
元
の
営
利
的
希
望
の
下
に
製
作
せ
ざ

る
を
得
ぬ
立
場
と
惚
つ
て
来
た
。
そ
れ
に
天
保
の
改
革
は
、
浮
世
絵
に
も
致
命

的
な
弾
圧
が
加
え
ら
れ
て
、
混
乱
と
沈
滞
に
陥
つ
て
き
た
。
そ
の
時
に
葛
飾
北
斎

二
鉄
加
一
、
安
藤
肇
言
恐
一
の
輩
出
に
よ
つ
て
、
浮
世
絵
塁
票
完

成
さ
れ
た
こ
と
・
は
、
特
筆
す
べ
き
重
要
な
意
義
を
見
出
す
こ
亡
が
で
き
る
。

　
北
斎
は
、
勝
川
春
章
の
門
に
入
り
、
こ
れ
に
あ
き
た
ら
ず
し
て
狩
野
、
土
佐
を

学
び
俵
屋
宗
理
の
風
を
慕
い
、
司
馬
江
漢
の
銅
版
、
油
絵
か
ら
は
オ
ラ
ン
ダ
画
の

一
班
を
う
か
ゾ
い
且
つ
支
那
画
も
自
修
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
画
風
画
法
を
自
己
の
も

の
と
し
て
、
　
「
富
嶽
三
十
六
景
」
の
代
表
的
風
景
画
を
製
作
L
た
。
こ
れ
が
フ
ラ

ン
ス
の
印
象
派
発
生
に
影
響
し
た
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
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　鵜搦

北
斎
、
神
奈
川
沖
浪
裏

　
　
　
（
冨
嶽
三
十
六
景
）
（
大
判
錦
絵
）

　
北
斎
の
三
十
六
景
申
「
凱
風
快
晴
」
「
山

　
下
白
雨
」
と
共
に
三
枚
の
申
に
教
え
ら

　
れ
る
傑
作
で
あ
る
。
本
図
の
視
点
の
低

　
さ
、
前
面
の
大
波
に
よ
る
遠
近
法
は
、

　
彼
独
自
の
洋
風
表
現
で
あ
る
。

　
　
広
重
も
世
界
的
な
風
俗
画
家
で
「
東

　
、
海
道
五
十
三
次
」
は
彼
の
代
表
作
で
あ

　
る
。

　
　
し
か
し
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に

　
か
け
て
、
浮
世
絵
版
画
も
一
純
粋
な
絵

　
れ
た
淳
世
絵
は
、
卑
俗
と
な
り
、
刹
那

一
的
な
末
槍
感
覚
を
刺
激
す
る
も
の
に
移

　
行
し
て
い
つ
た
。
向
前
述
し
た
如
く
、
．

　
版
元
の
勢
力
が
旺
盛
と
な
つ
て
、
程
度

　
の
低
い
浮
世
絵
の
粗
製
、
濫
作
、
濫
売

　
と
な
り
浮
世
絵
の
頽
廃
を
生
じ
て
き

　
た
、

　
　
こ
＼
で
浮
世
絵
版
画
自
体
の
性
格
を

　
考
え
て
見
る
と
、
．
浮
世
絵
版
画
は
、
報

導
性
と
教
化
性
の
二
っ
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
報
導
性
と
は
、
大
衆
が
目
分
達
の
住
む
世
の
中
の
様
々
の
事
象
の
報
道
を
得
た

こ
と
で
、
有
名
実
人
、
俳
優
、
力
士
等
の
肖
像
、
又
風
俗
、
行
楽
、
行
事
等
の
杜

会
的
事
象
の
絵
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
教
化
性
と
は
、
幕
府
の
文
教
普
及
の
一
役
を
持
つ
て
い
た
こ
と
で
、
絵
本
は
勿

論
一
枚
絵
等
に
ょ
つ
て
分
か
り
易
く
絵
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
報
道
性
、
教
化
性
の
絵
は
、
実
に
芸
術
的
で
あ
つ
て
、
報
道
の
た
め
、
教

化
の
た
め
の
作
画
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
浮
世
絵
版
画
の
価
値
も
高
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

た
」
し
か
る
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
は
、
た
め
の
作
画
と
な
り
芸

術
性
の
乏
し
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
前
述
の
如
べ
、
時
代
相
の
　
1
し
か
ら

し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
そ
の
上
舶
来
印
刷
術
に
対
し
て
は
対
抗
で
き
ず
、
っ
い
に

浮
世
絵
版
画
の
終
億
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
こ
の
中
に
於
て
歌
川
国
芳

の
門
下
大
野
芳
隼
が
あ
り
、
彼
の
門
人
に
水
野
年
方
、
一
年
方
の
門
人
に
鏑
木
清
方

が
あ
り
、
そ
の
清
方
の
弟
子
に
伊
粟
深
水
が
健
在
で
あ
る
が
、
深
水
か
ら
後
の
発

展
は
未
知
数
で
あ
る
。

　
向
従
来
の
浮
世
絵
の
平
面
描
写
か
ら
脱
し
て
遠
近
法
を
正
し
く
、
光
と
影
の
妙

を
木
版
画
で
成
就
し
た
小
林
清
親
云
謀
一
が
あ
る
。
彼
の
風
景
画
の
情
緒
的

表
現
は
、
広
重
の
絵
に
感
じ
石
、
。
の
を
感
じ
さ
せ
木
が
、
・
大
正
四
年
彼
は
六
十
九

才
で
没
し
た
の
で
、
浮
世
絵
の
終
末
も
大
正
四
年
ま
で
廷
長
さ
れ
た
こ
と
に
も
な

る
。
時
代
の
流
れ
は
、
如
何
と
も
出
来
得
な
い
。
し
か
し
現
代
は
又
別
の
視
点
か

ら
、
技
法
か
ら
、
新
し
い
版
画
の
誕
生
し
つ
＼
あ
る
こ
と
は
、
・
日
本
特
自
の
木
版

画
に
大
き
い
光
を
見
出
し
た
も
の
で
版
画
史
上
欣
快
に
堪
え
な
い
。

五
、
お
　
わ
　
り
　
に

　
原
稿
紙
数
の
制
隈
は
如
何
と
も
し
が
た
く
、
記
述
の
割
愛
は
、
研
究
の
概
説
に

終
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
集
の
第
五
号
に
「
日
本
美
術
史
に
於
け
る
女

性
的
な
る
美
の
根
源
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
」
ど
題
し
て
、
藤
原
時
代
の
美
術
の

考
察
を
発
表
し
、
そ
の
あ
と
に
、
　
「
女
性
的
な
る
美
」
の
前
篇
を
記
し
た
が
、
本
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題
の
浮
世
絵
版
画
の
研
究
は
、
そ
の
後
編
に
及
ぷ
前
段
階
と
し
て
研
究
を
進
め
た

部
分
で
あ
る
。

　
こ
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
関
西
学
院
大
学
教
授
で
あ
り
京
都
大
学
講
師
で
あ
ら

れ
た
源
豊
宗
先
生
の
御
指
導
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
且
つ
直
接
間
接
に
、
故
桑
原

先
生
、
高
井
氏
の
指
導
と
、
実
物
を
参
観
す
る
の
期
を
与
え
て
い
た
ゾ
い
た
こ
と

に
ょ
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
感
謝
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
理
論
的
研
究

に
当
つ
て
、
特
に
参
考
と
し
た
主
な
る
文
献
に
は
、

○
藤
懸
静
也
氏

○
吉
田
　
嘆
二
氏

○
　
ク

○
中
井
宗
太
郎
氏

○
河
出
書
房

○
河
出
書
房

等
を
挙
げ
る
。

浮
世
絵

浮
世
絵
読
本

浮
世
絵
の
美

浮
世
絵

浮
世
絵

浮
世
絵
全
集

以
上
諸
賢
の
御
高
教
を
得
れ
ば
大
幸
で
あ
る
。
　
　
一
九
五
七
、

一
、
一
〇
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