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安
丸
良
夫
．
著

『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
書
を
非
専
門
家
と
し
て
の
私
が
と
り
あ
げ
る
こ
と
自
体
、
そ
も
そ
も
大
そ

れ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
は
よ
く
分
つ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
だ
が
『
近
代
祉

会
の
な
か
で
、
小
生
産
者
民
衆
の
独
自
の
運
動
と
世
界
観
と
が
、
ど
の
程
度
の

自
立
性
と
発
展
と
を
狐
得
し
て
痩
き
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
民
族
の
近
代
社

会
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ヨ
的
編
成
の
な
か
や
意
識
と
の
ど
の
よ
う
な
か
か
わ

り
あ
い
の
も
と
に
な
さ
れ
た
の
か
と
い
菱
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
民
族
の
歴

史
的
運
命
に
と
つ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
規
定
性
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
、
民
衆
思
想
史
と
い
う
立
場
が
、
日
本
近
代
社
会
の
特
質
を
固
有
の
重

み
を
も
つ
て
照
射
し
う
る
視
座
に
な
る
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
視

座
か
ら
．
鷹
史
の
暗
闇
の
部
分
に
う
ち
す
て
ら
れ
て
い
た
日
本
の
民
衆
の
思
想

形
成
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
の
亡
霊
を
よ
び
よ
せ
て
、
そ
も
そ
も
β
本
の
近
代
化

と
は
ほ
ん
と
う
は
な
ん
で
あ
つ
た
の
か
と
い
う
設
問
へ
の
思
想
形
成
の
現
場
か

　
　
　
紹
介
と
携
評

ら
の
証
言
を
も
と
め
、
私
た
ち
の
生
に
つ
い
て
の
省
察
の
手
が
か
り
を
え
た
い

と
思
う
』
（
二
八
八
ー
九
頁
。
註
（
犯
）
）
と
ご
自
分
を
置
き
き
つ
た
安
丸
さ
ん
を
識

る
と
、
近
代
化
を
人
間
の
ー
1
個
性
的
・
集
合
的
i
析
出
と
脱
個
性
化
の
永

遠
の
ア
イ
1
一
イ
と
見
て
き
た
私
に
は
、
安
丸
さ
ん
の
『
匝
史
の
暗
闇
』
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
の
　
　
の
　
　
ロ

照
射
が
、
実
は
現
代
の
状
況
に
迷
い
こ
ん
だ
政
治
学
に
、
そ
れ
こ
そ
麗
史
性
を

与
え
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
え
て
し
か
た
が
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
私
は
こ
の
安
丸
さ
ん
の
視
座
や
論
誕
が
、
西
欧
に
は
あ
つ
て
日
本

に
は
な
い
式
の
欠
如
理
論
に
対
応
し
そ
れ
を
反
証
す
る
も
の
だ
な
ど
と
は
思
つ

て
い
な
い
し
、
日
本
人
の
歴
史
的
『
主
体
』
性
を
誇
示
す
る
日
本
患
義
的
鷹
史

観
だ
と
い
つ
た
『
誤
」
解
に
は
断
乎
と
し
て
反
論
し
た
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ

に
〈
せ
め
て
近
代
〉
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
な
け
れ
裸
、

人
間
の
歴
史
創
造
に
わ
れ
わ
れ
が
参
加
で
き
な
い
、
と
い
う
意
思
を
安
丸
さ
ん

の
論
脈
か
ら
さ
ら
に
強
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
『
近
代
』
は
、
わ
れ
わ
れ
が
否
応
な
く
血
の
中
に
流
し
こ
ま

れ
て
い
る
何
も
の
か
を
媒
介
と
し
な
く
て
は
、
知
識
と
し
て
い
ず
れ
は
流
れ
落

ち
て
し
ま
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
『
伝
統
』
の
問
題
に
引
つ
か
か
る
の
は
、
自

分
の
中
な
る
も
の
に
つ
い
て
き
わ
め
つ
け
る
こ
と
か
ら
、
近
代
の
取
り
込
み
を

し
、
そ
の
而
者
を
同
化
す
る
た
め
の
作
業
を
念
ず
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

『
日
本
の
近
代
』
を
賛
え
る
気
持
は
ぼ
と
ん
ど
な
く
、
あ
る
も
の
は
自
分
を
人
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ロ
　
　
　

実
験
の
素
材
と
し
つ
つ
、
な
お
人
間
の
生
き
方
を
見
つ
め
、
自
分
を
『
近
代
化
』

す
る
と
い
う
途
方
も
な
い
意
思
を
私
は
自
分
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
『
意

味
』
か
ら
す
る
と
、
安
丸
さ
ん
の
こ
の
本
は
、
私
に
は
限
り
な
く
私
が
生
き
る

た
め
の
人
間
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
人
間
の
生
を
思
想
と
と
ら
え
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
九
八
七
）



紹
介
之
批
評

し
、
そ
の
人
閥
を
民
衆
と
と
ら
え
つ
く
す
時
、

で
あ
り
、
思
想
史
の
形
成
に
な
る
。

e

そ
れ
は
ま
さ
し
く
歴
史
の
措
定

　
普
運
的
な
歴
史
な
ぞ
あ
り
よ
う
も
な
い
。
あ
る
の
は
照
射
さ
れ
た
歴
史
の
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

分
だ
け
で
あ
る
。
安
丸
さ
ん
ぽ
だ
か
ら
歴
史
の
冥
暗
に
み
ず
か
ら
照
射
す
る
作

業
に
入
つ
た
の
だ
。
そ
の
作
業
は
戦
後
に
多
く
の
人
た
ち
が
試
み
、
そ
し
て
光

源
を
使
い
切
つ
て
み
ず
か
ら
歴
史
の
闇
に
呑
ま
れ
曳
あ
の
魅
力
に
と
む
デ
ー

モ
ソ
の
栖
家
へ
の
踏
み
込
み
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
丸
山
真
男
が
、
神
島
二
郎
が
、

松
本
三
之
介
が
、
と
い
つ
た
工
合
に
あ
げ
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
数
少
な
い
人

た
ち
兇
け
が
生
き
残
り
、
壮
絶
な
苦
闘
を
行
な
つ
て
い
る
世
界
で
も
あ
る
。

　
安
丸
さ
ん
が
戦
う
武
器
は
『
通
俗
道
徳
』
で
あ
る
。
通
俗
道
徳
と
い
う
の
は
、

勤
勉
、
倹
約
・
謙
譲
・
孝
行
と
い
つ
た
生
活
規
範
で
あ
る
。
こ
う
し
た
通
念
は

安
丸
さ
ん
が
い
う
よ
う
に
置
史
の
暗
闇
に
打
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
ウ
呂
ー
バ
ー

に
し
て
も
マ
ル
ク
ス
に
し
て
も
、
そ
れ
を
捕
捉
す
る
の
に
懸
命
だ
つ
た
。
し
か

し
、
彼
ら
は
、
『
人
々
は
、
現
実
の
諸
問
題
に
直
面
し
て
そ
の
解
決
の
た
め
に

思
索
し
て
ゆ
く
の
だ
瀞
、
そ
の
間
題
が
う
み
だ
さ
れ
た
現
実
的
歴
史
的
根
拠
は

ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
さ
し
あ
た
つ
て
ま
ず
こ
う
し
た
通
念
の
プ
リ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
ロ

ム
を
通
し
て
現
実
的
諸
問
題
が
検
討
さ
れ
処
理
さ
れ
て
ゆ
く
』
（
四
頁
）
と
き
ち

の
　
　
　

ん
と
始
発
さ
れ
た
、
『
通
念
』
の
歴
史
的
意
味
を
な
す
『
民
衆
』
の
重
み
は
と
り

こ
ぼ
し
て
い
る
。

　
安
丸
さ
ん
の
民
衆
史
観
は
、
民
衆
万
歳
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
『
こ

う
し
た
通
俗
道
徳
は
・
今
日
の
私
把
ち
に
と
つ
て
僕
封
建
的
な
諸
関
係
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
九
八
八
）

つ
て
補
充
さ
れ
つ
つ
急
速
に
展
開
し
た
日
本
資
本
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
書
的
上

部
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
』
に
し
て
も
、
通
俗
道
徳
を
ぎ
り
ぎ
り
結
着
に
ま
で

実
践
す
る
こ
と
で
、
人
間
生
活
の
道
徳
的
側
面
と
功
利
的
側
面
が
い
つ
た
い
ど

の
よ
う
に
接
合
し
融
合
し
、
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
え
た
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ

が
『
近
代
日
本
の
思
想
樽
造
の
巧
妙
な
カ
ラ
ク
リ
の
原
基
形
態
』
（
六
頁
）
と
し

て
重
大
で
あ
る
は
ず
で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
通
俗
道
徳
が
支
配
者
側

か
ら
の
押
し
つ
け
と
い
う
だ
け
で
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
歴
史
の
眼

を
要
求
す
る
。
通
俗
道
徳
が
通
俗
性
、
す
な
わ
ち
広
汎
な
人
々
に
た
い
し
て
も

つ
あ
の
強
い
規
制
力
は
、
上
か
ら
の
注
入
で
は
発
揮
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
『
こ
れ
ら
諸
徳
目
が
強
い
規
制
力
を
も
ち
え
た
い
ま
一
つ
の
根
拠

を
、
そ
れ
が
あ
る
歴
史
的
発
展
段
階
に
お
け
る
広
汎
な
民
衆
の
自
己
形
成
・
自

己
解
放
の
努
力
が
こ
め
ら
れ
る
歴
史
的
・
具
体
的
な
形
態
で
あ
つ
た
、
と
い
う

こ
と
に
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
の
で
あ
り
、
『
こ
の
民
衆
の
努
ガ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
俗
道
徳
的
理
想
像
の
確
立
を
め
ざ
す
と
い
う
形
態
を
通
し
て
な
さ
れ
た
』
し
、

ψ

さ
ら
に
『
こ
う
し
た
『
形
態
h
は
、
自
由
に
選
ぶ
こ
の
で
き
な
い
歴
史
的
な
も

の
で
、
こ
う
し
た
『
形
態
』
か
ら
根
本
的
に
は
ず
れ
た
民
衆
的
諸
思
想
を
み
い

だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
』
（
八
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
民
衆
史
観
が
ま
さ
し
く
史
観
と
し
て
成
立
す
る
所
以
も

分
か
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
史
観
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
間
が
自
己

を
拘
束
し
つ
つ
そ
の
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
ア
ソ
ヴ
ィ
バ
レ
ソ
ス
を
こ
そ

歴
史
老
い
う
の
だ
し
、
そ
の
動
力
学
を
く
い
と
め
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
章
『
民
衆
思
想
の
展
開
』
で
は
、
文
化
・
文
政
期
以

後
の
『
民
衆
的
な
諸
思
想
が
農
村
部
で
も
展
開
さ
れ
、
日
本
の
民
衆
が
い
わ
ば



全
民
族
的
な
規
模
で
思
想
形
成
の
課
題
に
直
面
し
た
』
（
一
四
頁
）
時
期
の
主
と

し
て
石
門
心
学
や
尊
徳
、
幽
学
な
ど
の
農
村
復
興
の
精
神
主
義
の
通
俗
道
徳
に

探
針
が
打
ち
こ
ゴ
れ
る
。

　
そ
の
探
針
は
、
農
村
の
荒
廃
・
『
家
』
の
没
落
を
、
貧
困
と
荒
廃
が
、
精
神
す

な
わ
ち
通
俗
道
徳
の
内
面
的
侵
食
に
よ
る
と
見
定
め
た
尊
徳
や
幽
学
に
よ
る
、

『
民
衆
自
身
に
あ
ら
た
な
禁
欲
的
生
活
規
律
を
自
覚
的
に
樹
立
さ
せ
る
』
教
化

を
つ
き
と
め
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
生
活
規
律
は
『
封
建
思
想
・
前
近
代
的
思

想
一
般
に
解
消
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
近
代
社
会
成
立
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た

特
有
の
意
識
形
態
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
意
畿
形
態
砥
、
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
童
で
あ
る
儒
教
道
徳
を
通
俗
化
し
つ
つ
村
落
支
配
者
層
を
通
じ
て
一
般
民
衆

に
ま
で
下
降
せ
し
め
た
も
の
と
い
う
規
定
性
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
じ
つ
は

民
俗
的
習
慣
を
変
革
さ
せ
て
広
汎
な
民
衆
を
あ
ら
た
な
生
活
規
律
ー
自
己
鍛

錬
へ
と
か
り
た
て
る
具
体
的
な
形
態
で
あ
つ
た
』
（
二
八
頁
）
と
し
て
、
明
確
に
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
ロ
　
　
　
り
　
　
　
ロ
の
の
　
の

価
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
う
し
た
通
俗
道
徳
が
実
践
主
体
の
内
的
構
造
鷲

　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
の

実
践
の
論
理
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
人
間
の
生
活
空
間
に
創
造
的
吊
ネ
ル
ギ
ー

を
噴
出
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
梅
岩
の
商
行
為
の
倫
理
性
主
張
や
尊
徳
の
生
産

者
的
能
動
性
の
主
張
が
、
特
殊
な
『
自
我
』
と
し
て
衷
出
さ
れ
る
時
、
『
心
』
の

哲
学
が
『
鍛
え
ぬ
か
れ
た
人
格
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

現
実
的
な
一
つ
の
力
』
（
四
Ω
貝
）
た
る
こ
と
を
読
む
者
は
は
つ
き
り
知
る
こ
と

が
で
き
よ
う
◎

　
こ
う
し
た
『
心
』
の
哲
学
は
、
『
万
事
は
皆
心
ヨ
リ
ナ
ご
と
い
う
唯
心
論
を
偉

大
な
前
提
と
し
つ
つ
、
い
や
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
す
べ
て
の
困
難
が
自
己
変
革
に

よ
つ
て
解
決
し
う
る
か
の
幻
想
を
生
み
だ
し
、
そ
の
幻
想
が
倫
理
化
さ
れ
れ
ば

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

さ
れ
る
ほ
ど
、
意
識
は
対
象
と
し
て
の
撞
会
や
自
然
に
む
け
ら
れ
な
く
な
る
、

と
い
う
精
神
主
義
の
限
界
が
き
わ
だ
つ
て
く
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
己
の
倫

理
化
が
自
個
か
ら
共
同
体
に
滲
出
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
家
や
村
の
共
同
体
の
繁

栄
が
可
能
に
な
り
、
結
局
は
社
会
秩
序
の
下
か
ら
の
再
建
を
も
た
ら
す
、
そ
の

再
建
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
晶
な
サ
イ
ク
ル
が
人
間
を
外
挿
し
て
見
事
に
と
ら
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
日
本
型
禁
欲
の
特
有
性
を
、
e
日
本
の
近
代
化
を
そ
の
最
基
底
部
か
ら

支
え
た
民
衆
の
串
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
の
人
格
的
な
形
態
に
お
い
て
、
広
汎
な
民
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
内
面
性
を
通
し
て
と
ら
え
る
、
⇔
近
代
日
本
の
イ
デ
オ
p
ギ
ー
構
造
の
全
体

を
と
ら
え
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
㊧
民
衆
の
伝
統
的
日
常
的
世
界
に
密

着
し
つ
つ
し
か
も
そ
れ
を
の
り
こ
え
て
ゆ
く
真
に
『
土
着
的
』
な
思
想
形
成
の
可

能
性
に
つ
い
て
の
考
察
、
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
第
二
章
『
民
衆
道

徳
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
窟
編
成
』
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
章
は
安
丸
さ
ん
の
民
衆
史

観
を
説
述
し
た
部
分
と
し
て
味
読
に
値
す
る
が
、
故
意
に
私
は
詳
述
し
な
い
こ

と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
読
む
者
に
承
認
。
批
判
・
拒
否
を
迫
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
次
の
指
摘
を
共
有
す
る
こ
と
だ
け
は
、
読
み
進
め
る
た
め
に
必
要

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　
　
幕
藩
体
制
と
も
天
皇
制
国
家
と
も
異
な
つ
た
社
会
体
制
を
民
衆
が
独
自
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　

　
　
構
想
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
独
自
の
世
界
観
に
も
と
づ
い

　
　
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
存
の
社
会
秩
序
鳳
精
神
的
な
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
権
威
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
転
倒
し
た
意
識
が
支
配
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
い
　
の
　
し

　
　
い
る
た
め
に
、
民
衆
は
当
局
の
精
神
的
権
威
を
自
分
の
う
ち
に
樹
立
し
た

　
　
と
き
に
の
み
独
自
の
社
会
体
制
を
構
成
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
九
八
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
代
社
会
成
立
期
に
お
い
て
ば
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
権
威
を
民
衆
が
獲
得

　
　
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
宗
教
的
形
態
を
と
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避

　
　
で
あ
つ
た
ろ
う
。
（
八
O
頁
。
傍
慮
謄
内
山
）

　
こ
の
こ
と
は
『
宗
教
的
幻
想
を
媒
介
に
し
て
し
か
ト
冒
タ
ル
な
解
放
を
構
想

し
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
ぱ
、
宗
教
的
な
幻
想
を
媒
介
と
し
て
で
は
あ
る

ボ
と
も
か
く
も
ト
ー
タ
ル
な
解
放
を
構
想
し
う
る
と
こ
ろ
に
…
…
近
代
社
会
成

立
期
に
お
け
る
民
衆
の
歴
史
的
位
相
』
（
八
一
貢
）
を
見
る
た
め
の
第
三
章
『
『
世

直
し
鋤
の
諭
理
の
系
譜
』
で
の
丸
山
教
闘
祖
伊
藤
六
郎
兵
衛
に
連
結
し
て
間
断

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
り

　
宗
教
的
幻
想
に
よ
る
全
面
的
自
己
解
放
ば
、
内
な
る
権
威
と
外
な
る
権
威
の

対
立
を
は
ら
む
。
し
か
も
絶
対
的
信
仰
ば
実
蔑
倫
理
を
と
も
な
う
以
上
世
直
し

の
契
機
を
内
蔵
す
る
。
し
か
し
、
ミ
ロ
ク
の
世
（
理
想
世
界
）
の
到
来
を
通
俗

道
徳
の
実
践
問
題
に
転
換
し
た
富
士
講
と
そ
の
さ
ら
な
る
発
展
を
実
践
し
た
丸

山
教
が
、
『
個
々
の
民
衆
生
活
に
つ
い
て
は
…
…
か
な
り
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
も
つ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
，
『
社
会
体
制
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
ば
ひ
ど
く

莫
然
と
し
て
お
り
、
い
ち
じ
る
し
く
神
秘
的
、
、
幻
想
的
で
あ
る
』
の
は
、
世
直

し
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
増
幅
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
む
け
る
べ
き
対
象
が

と
ら
え
に
く
く
な
り
、
し
た
が
つ
て
生
き
神
信
仰
と
し
て
呪
術
化
す
る
ダ
イ
ナ

．

・
｝
ク
ス
と
了
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

⇔

第
二
編
『
民
衆
闘
争
の
思
想
』
に
収
録
さ
れ
た
第
四
章
『
民
衆
蜂
起
の
世
界

像
一
と
第
五
章
『
民
衆
蜂
起
の
意
識
過
程
レ
は
、
享
保
期
を
エ
ポ
ッ
ク
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
九
九
〇
）

百
姓
一
揆
件
数
が
増
大
し
、
強
訴
・
暴
動
・
打
ち
こ
わ
し
と
い
つ
た
闘
争
形
態

の
変
化
、
十
八
世
紀
後
半
の
一
揆
規
模
の
超
藩
性
、
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る

一
揆
の
世
直
し
性
化
、
明
治
初
年
の
新
政
反
対
一
揆
と
特
性
づ
け
ら
れ
る
民
衆

史
が
、
明
治
十
年
を
も
つ
て
ほ
ぼ
終
焉
す
る
、
そ
の
事
実
が
『
百
姓
綱
揆
』
と

い
う
闘
争
形
態
と
し
て
歴
史
的
に
固
有
で
あ
る
こ
と
を
安
丸
さ
ん
は
鮮
明
に
認

め
つ
つ
、
『
そ
こ
に
、
参
加
し
て
い
つ
た
民
衆
の
意
識
の
問
題
と
し
て
〔
百
姓

一
揆
を
〕
考
察
す
る
こ
と
』
（
一
四
九
頁
）
に
自
己
限
定
す
る
。

　
盲
姓
一
揆
は
、
農
民
が
自
己
の
存
在
を
求
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

点
で
封
建
的
諸
負
担
の
軽
減
に
目
的
を
す
え
た
も
の
で
あ
り
、
否
定
対
象
と
な

　
　
　
　
の
　
　
の
ロ
　
あ
　
　
　
の

つ
た
の
は
農
民
と
レ
て
の
生
活
の
持
続
を
許
さ
ぬ
徴
税
官
と
し
て
の
藩
役
人
で

あ
り
、
彼
ら
に
具
体
化
さ
れ
た
悪
政
の
除
去
に
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
農
民

に
と
つ
て
は
、
封
建
体
制
の
原
基
と
し
て
の
仁
政
の
日
常
化
こ
そ
が
理
想
で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
限
定
的
闘
争
も
、
そ
の
暴
力
的
・
非
合
法
的
手
段

の
側
面
か
ら
す
る
と
、
支
配
者
に
対
す
る
要
求
実
現
の
強
制
と
し
て
幕
藩
秩
序

原
理
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
『
仁
政
』
イ
デ
オ
律
ギ
馨
は
ま
さ
し
く
支
配
の
正
当
性
原
理
で
あ
り
、

そ
の
正
統
性
が
現
実
に
妨
碍
さ
れ
て
い
る
状
況
の
打
破
は
、
下
か
ら
す
る
正
統

性
恢
復
の
力
学
で
も
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
百
姓
一
揆
が
非
常
な
頑
強
性
を

示
し
、
ま
た
成
果
を
あ
げ
た
の
も
、
こ
の
支
配
－
被
支
配
関
係
の
否
定
と
断
絶

し
た
一
揆
の
も
つ
日
常
性
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
揆
は
や
は

り
政
治
的
に
は
『
非
日
常
』
的
こ
と
が
ら
に
ち
が
い
な
い
．
か
く
て
、
『
日
常
・

的
な
暢
仁
政
』
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
受
容
と
、
非
合
法
的
で
暴
力
的
な
蜂
起
の
意

識
と
の
あ
い
だ
に
は
・
き
わ
め
て
大
さ
な
懸
隔
と
転
換
と
が
あ
つ
た
は
ず
で
あ



る
。
』
（
綱
四
八
頁
）

　
こ
の
懸
隔
と
転
換
が
、
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
新
し
い
情

勢
を
き
り
ひ
ら
く
根
に
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
農
民
収
奪
責
任
者
に
対
す
る

直
接
否
定
を
倫
理
的
に
（
正
統
に
）
承
認
す
る
瀞
ゆ
え
に
、
蜂
起
に
参
加
す
る

こ
と
が
価
値
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
体
制
側
か
ら

民
衆
に
評
侮
の
主
体
性
を
一
時
的
に
で
も
移
行
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
『
身

分
制
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
す
な
わ
ち
価
値
的
な
も
の
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
驚
で
も
あ

る
は
ず
の
幕
藩
体
制
の
タ
テ
マ
呂
が
完
全
に
逆
転
し
て
、
蜂
起
し
た
民
衆
が
価

値
的
な
も
の
の
に
な
い
手
に
な
る
』
八
＝
ハ
四
頁
）
情
況
を
こ
こ
で
読
み
と
ら
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　

ぱ
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
は
、
秩
序
撹
乱
者
と
し
て
必
死
な
蜂
起
民
衆
が
、
一
時

的
に
獲
得
さ
れ
た
権
威
と
威
力
に
よ
つ
て
み
ず
か
ら
解
放
さ
れ
る
が
、
　
『
そ
の

解
放
の
さ
れ
方
が
当
該
社
会
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
近
世
の
民
衆
は
、
み
ず
か

ら
の
解
放
さ
れ
た
世
界
を
幕
藩
制
社
会
と
は
異
な
つ
た
世
界
像
と
し
宅
え
が
く

こ
と
が
で
き
な
い
』
（
一
六
八
ー
九
頁
）
歴
史
的
・
人
間
的
制
約
が
厳
然
と
し
て
聾

立
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
制
約
が
、
幕
藩
制
的
世
界
像
か
ら
民
衆
的
世
界
像
の
分

　
　
　
の
　
　
　
　
　
　

離
と
自
立
を
可
能
に
示
す
統
一
王
権
志
向
を
思
想
的
に
摸
索
す
る
方
向
を
き
り

ひ
ら
い
て
い
く
ブ
ロ
セ
ス
は
、
思
想
の
自
律
的
動
力
学
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
世
直
し
幽
揆
が
個
別
領
主
権
の
支
配
領
域
を
こ
え
た
普
遍
性
を
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
位
相
に
展
開
し
、
『
民
衆
の
よ
り
根
源
的
に
解
放
さ
れ
た
世
界
が
、
幕
藩
制

支
配
と
両
立
し
え
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
見
お
と
さ
れ
て
い
な
い
』
（
一

八
四
頁
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
の
自
律
性
は
、
し
か
し
現
実
に

は
幕
藩
制
を
こ
え
た
よ
り
強
力
な
権
威
・
権
力
へ
の
崇
拝
と
依
拠
に
か
か
わ
つ

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
の
現
実
的
な
自
立
の
麗
史
的
条
件
を
創
出
す
る
こ
と
に

ぱ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
世
界
は
安
九
さ
ん
に
よ
つ
て
見
事
に
次
の
よ
う
に
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
民
衆
の
生
き
る
こ
の
世
界
の
全
体
性
が
、
特
定
の
悪
役
と
蜂
起
す
る
集
踵

　
　
と
を
二
つ
の
極
と
し
て
、
明
白
な
善
悪
の
二
元
的
対
抗
へ
と
構
造
化
さ
れ

　
　
る
と
、
人
々
の
共
同
体
的
生
活
意
識
や
日
常
的
利
害
醐
心
や
権
カ
ヘ
の
畏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
ロ
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
じ
　
　
　
　
　
じ
　
　
　

　
　
怖
な
ど
が
、
こ
う
し
た
二
元
的
対
抗
構
造
の
な
か
に
注
ぎ
こ
ま
れ
て
変
容

　
　
ロ

　
　
し
、
あ
ら
た
な
意
味
あ
い
を
も
つ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
強
し
て
、
た

　
　
と
え
ば
、
百
姓
一
揆
に
さ
い
し
て
、
村
単
位
の
参
加
強
制
が
な
さ
れ
る
こ

　
　
と
、
付
和
雷
同
的
分
子
も
多
い
こ
と
、
集
団
的
飲
酒
と
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
た

　
　
暴
力
行
為
（
打
ち
こ
わ
し
）
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
は
、
共
同
体
的
な
も
の

　
　
を
基
盤
と
し
た
右
の
二
元
的
対
抗
構
造
の
成
立
の
た
め
の
不
可
欠
の
契
機

　
　
で
あ
つ
た
し
、
ま
た
、
成
立
し
た
蜂
起
集
団
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ

　
　
て
、
民
衆
の
欲
求
や
憤
激
は
、
そ
れ
渉
日
常
意
識
に
根
源
を
も
つ
も
の
で
あ

　
　
り
な
が
ら
も
、
思
い
が
け
ぬ
ほ
ど
更
新
さ
れ
活
動
的
な
も
の
に
な
つ
て
い

　
　
つ
た
。
（
一
九
三
頁
）

　
こ
こ
に
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
世
直
し
一
揆
で
の
象
徴
的
意
廉
あ
い
が
で
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
指
導
者
に
ヵ
リ
ス
マ
を
付
与
し
（
x
x
大
明
神
）
、
ぞ
の
カ

リ
ス
マ
性
を
媒
介
に
し
て
β
常
的
支
配
体
制
の
祝
縛
を
脱
し
、
非
日
常
性
を
高

揚
し
つ
つ
『
結
塞
す
る
組
織
原
理
が
反
封
建
に
連
続
す
る
。
そ
し
て
、
結
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

し
た
人
問
は
、
非
日
常
性
の
中
で
共
同
的
人
格
（
私
は
共
同
的
主
観
と
い
い
た
い
）

　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
リ
　
　
ヨ

に
融
合
し
、
集
団
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
撲
が
も

つ
て
い
る
倫
理
性
・
価
値
性
を
、
支
配
側
の
物
理
的
強
制
が
打
破
す
れ
ぱ
、
こ

九
七

（
九
九
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
『
共
同
』
性
ば
一
挙
に
分
散
し
、
村
共
同
体
の
一
員
に
民
衆
が
回
帰
し
た
こ

と
も
事
実
に
ち
が
い
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
事
実
を
た
だ
ち
に
民
衆
に
内
在
的
翻
約
と
と
る
必
要
は
な
い
。

民
衆
の
活
動
性
は
、
λ
敵
〉
を
明
示
し
、
懲
悪
し
除
去
す
る
と
い
う
一
揆
の
全

体
的
構
造
の
な
か
で
こ
そ
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
る
』
（
二
匠
四
頁
）
で
し
つ
か
り

評
価
さ
れ
る
姿
勢
こ
そ
厘
史
を
見
る
眼
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
『
民
衆
の
熱

狂
的
な
活
動
性
が
、
伝
統
的
な
共
同
体
の
祭
り
の
な
か
に
お
い
て
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ま
た
、
あ
ら
た
な
形
態
の
祭
り
的
オ
馨
ジ
畢
の
な
か
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　
　
　

こ
う
し
た
敵
対
関
係
を
開
示
し
、
打
ち
こ
わ
し
と
い
う
た
た
か
い
を
遂
行
す
る

な
か
で
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
』

（
二
軍
四
ー
宏
頁
）

　
一
揆
が
、
し
か
し
、
集
団
的
オ
ー
ジ
蓄
の
民
俗
的
伝
統
お
よ
び
そ
の
新
た
な

展
開
に
ウ
ら
な
る
性
格
を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
、
幕
藩
制
の
崩
壊
・
維
新
政
府

の
成
立
と
し
て
『
自
明
の
世
界
』
が
消
減
す
る
時
、
体
制
変
革
の
予
感
と
不
安
の

な
か
で
、
明
治
初
年
の
一
揆
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
生
産
者
農
民
と
し
て
の

自
由
と
自
立
の
可
能
性
を
示
し
て
ゆ
く
。
と
同
時
に
、
新
権
力
が
『
世
直
し
』

幻
想
に
背
反
し
、
新
し
い
収
奪
を
強
雁
す
る
時
、
「
維
新
政
権
そ
の
も
の
が
全

体
と
し
て
敵
対
的
な
〈
他
者
〉
だ
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

の
諸
政
策
の
全
体
が
攻
撃
の
対
象
と
な
つ
た
』
（
二
七
六
頁
）
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
つ
て
、
明
治
国
家
が
絶
対
主
義
を
も
つ
て
集
権
化
し
つ
つ
も
、
帝

国
に
民
衆
の
幸
福
・
安
寧
の
願
望
を
収
敏
し
、
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
分
散
的

な
統
合
可
能
性
を
閉
塞
す
る
近
代
化
政
策
の
定
着
に
腐
心
し
た
国
家
建
設
の

　
門
涯
史
一
が
、
ど
の
よ
う
に
民
衆
の
通
俗
道
徳
と
抵
触
し
破
壊
し
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
九
九
二
）

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
持
続
し
た
か
が
民
衆
思
想
史
の
経
緯
を
形
成
す
る
。

あ
　
と
　
が
　
き

　
こ
の
よ
う
に
フ
オ
ロ
葦
し
て
き
て
、
安
丸
さ
ん
が
語
り
明
か
し
た
こ
と
が
、

一
つ
の
す
ぐ
れ
た
政
治
変
動
論
に
な
つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
．

私
自
身
が
デ
ッ
サ
ン
し
た
変
動
論
ば
、
『
現
代
」
に
焦
点
を
あ
て
、
現
代
の
人
閥

が
制
度
－
構
造
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
、
い
か
に
噴
出
し
て
く
る
か
を
考
え
た

も
の
で
あ
つ
た
。
（
拙
稿
『
参
加
と
動
員
の
政
治
力
学
』
、
鶴
見
・
市
井
編
『
思
想
の
翼

険
』
筑
摩
養
房
、
一
九
七
五
年
所
収
）
し
か
し
、
私
自
身
そ
れ
に
『
運
動
』
の
要
因

と
『
日
常
性
』
の
要
因
を
ど
う
と
り
い
れ
る
か
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
う
ま
く
つ

か
め
な
い
で
い
る
。
高
畠
通
敏
さ
ん
の
『
運
動
の
政
治
学
』
を
し
つ
こ
く
閃
き

だ
そ
う
と
す
る
の
も
、
」
。
D
・
ダ
グ
ラ
ス
な
ど
の
『
日
常
性
の
社
会
学
』
に

手
を
つ
け
る
の
も
、
あ
る
い
は
ま
た
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
イ
に
首
を
つ
つ
こ
む

の
も
、
す
べ
て
こ
の
『
現
代
』
に
た
い
す
る
私
の
姿
勢
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
安
丸
さ
ん
を
読
み
色
川
大
吉
さ
ん
を
読
み
こ
ん
で
い
く
と
、
う
ま

く
は
つ
か
め
な
い
が
（
そ
れ
は
お
そ
ら
く
お
二
人
の
も
つ
マ
ル
ク
ス
史
観
の
共
有
が
私

に
な
い
か
ら
だ
ろ
う
）
、
一
つ
の
世
界
が
お
ぼ
ろ
気
に
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

拘
束
の
中
で
の
人
間
の
生
括
的
日
常
性
が
、
安
易
な
主
体
性
論
な
ん
ぞ
は
蹴
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
し
、
そ
こ
に
こ
そ
歴
史
が
一
つ
一
つ
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
・

　
第
三
世
界
を
見
る
眼
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
こ
う
し
た
視
点
か
ら
で
な
い
と

手
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
し
き
り
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
『
政
治
』
と
い
う
も
の
を
、
ぢ
う
一
つ
押
し
さ
げ
て
、
そ
の
意

味
で
総
体
的
に
と
り
つ
き
を
す
る
い
と
ぐ
ち
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
，
比



較
政
治
に
し
て
も
地
域
研
究
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
入
り
方
で
『
人
間
』
の
世

界
に
切
り
こ
め
る
可
能
性
を
も
つ
と
も
つ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
。

　
　
　
（
脊
木
書
店
，
一
九
七
四
年
、
二
九
八
頁
、
二
五
Q
り
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
秀
夫

紹
介
と
批
評

九
九

（
九
九
三
）


