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田
中
　
三
野

『
会
津
と
い
う
神
話

　
一
〈
二
つ
の
戦
後
〉
を
め
ぐ
る

〈
死
者
の
政
治
学
〉

白
　
川
　
哲
　
夫

』

　
本
書
は
、
博
士
論
文
を
も
と
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
著
者
の
初
め
て
の
著

書
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
は
戊
辰
戦
争
の
激

戦
地
と
し
て
知
ら
れ
る
福
島
県
会
津
地
方
を
素
材
と
し
、
戊
辰
戦
争
な
ら
び

に
そ
の
際
の
「
死
者
」
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
、
地
域
粒
会
が
ど
の
よ
う
に
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を
行
っ
た
の
か
を
地
域
の
近
・
現
代
史
と
し
て
叙
述
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
「
死
者
扁
を
通
じ
た
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
分
析
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
書
は
会
津
と
い
う
地
域
の
「
地
域
史
扁
で

は
あ
る
が
、
単
純
に
地
域
社
会
の
歴
史
を
扱
っ
た
本
で
は
な
い
。

　
副
題
に
使
わ
れ
て
い
る
「
死
者
の
政
治
学
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
評
者
は

ま
ず
、
「
死
者
」
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
社
会
に
お
い
て
現
在
も
政
治
的
・
思

想
的
な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
連
想
し
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は

靖
国
神
社
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
近
代
日
本
の
戦
死
者
を
ど
う
意
味
づ
け

る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
あ
る
い
は
評
者
の
浅
い
知
識
を
動
員
す
れ
ば
、

「
政
治
学
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
祖
国
の
た
め

に
死
ぬ
こ
と
』
を
著
し
た
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
や
、
『
死
を
前
に
し
た
人
間
聴

を
著
し
た
ア
リ
エ
ス
な
ど
の
議
論
が
思
い
浮
か
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
「
死
者
」
は
、
現
に
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
厄
介
な
も

の
と
し
て
立
ち
現
れ
、
真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
厄
介
な
も
の
に
正
面
か
ら
挑
ん
だ
著
者
の
姿
勢
に
、
自
ら
も
「
死

者
」
を
め
ぐ
る
社
会
の
動
き
に
関
心
を
持
つ
者
と
し
て
、
ま
ず
は
敬
意
を
表

し
た
い
。

　
本
書
の
構
成
を
一
通
り
紹
介
し
て
お
こ
う
。

序
章

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第
5
章

終
章

　
序
章
で
は
、

を
論
じ
た
講
義
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
議
論
を
引
き
な
が
ら
、

り
一
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
や

を
展
開
し
て
い
く
。
著
者
が
こ
こ
で
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、

死
の
議
論
の
も
つ
限
界
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

の
と
し
て
採
用
さ
れ
た
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
こ
そ
が
分
析
対
象
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
も
門
疎
外
」
さ
れ

る
死
者
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
書
で
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
戊
辰
戦
争
で
の

会
津
の
死
者
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
づ
く
第
1
章
で
は
会
津
藩

が
直
面
し
た
幕
末
・
維
新
の
政
局
や
戊
辰
戦
争
と
そ
の
敗
北
に
つ
い
て
簡
潔

に
ふ
れ
ら
れ
る
。 死

者
と
共
同
体

会
津
川
の
戊
辰
戦
争
－
近
代
会
津
へ
の
プ
ロ
ロ
ー
ー
グ
ー

「
阿
蘇
」
の
佐
川
官
兵
衛
を
め
ぐ
る
記
憶
と
忘
却

近
代
会
津
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
系
譜

「
雪
冤
勤
皇
」
期
会
津
に
お
け
る
戦
死
者
の
記
憶
と
忘
却

戦
後
会
津
に
お
け
る
「
観
光
史
学
」
の
軌
跡

〈
二
つ
の
戦
後
〉
を
め
ぐ
る
〈
死
者
の
政
治
学
〉

　
田
辺
元
が
戦
時
中
に
「
国
家
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
」
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
が
て
ケ
ド
ゥ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
「
境
界
線
の
政
治
」
（
杉
田
敦
）
へ
と
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
代
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
死
を
意
味
づ
け
る
も
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評書

　
第
2
章
で
は
、
著
名
な
会
津
藩
士
と
し
て
佐
川
官
兵
衛
が
と
り
あ
げ
ら
れ

る
。
佐
川
は
戊
辰
戦
争
で
勇
猛
な
戦
い
ぶ
り
を
見
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、

西
南
戦
争
で
は
官
軍
側
と
し
て
参
戦
し
、
熊
本
県
阿
蘇
地
方
で
戦
死
し
て
い

る
。
彼
に
の
戦
死
後
の
阿
蘇
で
の
扱
わ
れ
方
が
こ
の
章
の
主
題
で
あ
る
。
著

者
に
よ
れ
ば
、
重
要
だ
っ
た
の
は
当
時
の
阿
蘇
を
め
ぐ
る
情
勢
で
あ
っ
た
。

西
南
戦
争
に
お
け
る
薩
摩
軍
は
、
こ
の
地
域
で
農
民
一
揆
が
お
こ
っ
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
「
世
直
し
」
の
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
宮
軍
側
と
し
て
参
戦
し
た
佐
川
に
つ
い
て
は
、
現
地
で
一
部
に
墓
碑
を
建

立
す
る
動
き
が
あ
っ
た
も
の
の
、
地
域
か
ら
は
共
感
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
会
津
の
人
々
に
よ
っ
て
佐
川
の
戦
死
の
地
が

「
発
見
」
さ
れ
、
そ
の
顕
彰
活
動
が
地
元
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
著

者
は
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
記
憶
と
忘
却
」
を

み
る
の
で
あ
る
。

　
第
3
章
で
は
、
近
代
の
会
津
を
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
扁
に
瀕
し

た
地
域
と
し
て
、
そ
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
戦
略
を
、
時
期
ご
と
に
追

っ
て
い
く
。
戊
辰
戦
争
で
の
敗
北
に
よ
り
、
「
賊
軍
」
と
さ
れ
た
会
津
藩
士

の
属
し
た
会
津
地
域
で
は
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
「
雷
冤
勤
王
型
」
の
維

新
史
が
生
ま
れ
る
。
「
佐
幕
」
で
は
あ
っ
て
も
会
津
藩
は
天
皇
へ
の
忠
誠
、

す
な
わ
ち
「
勤
王
」
の
立
場
で
あ
り
続
け
た
の
だ
、
と
い
う
歴
史
の
描
き
方

で
あ
る
。
昭
和
期
に
は
松
平
家
と
秩
父
宮
と
の
縁
談
と
い
う
形
で
「
雪
冤
」

が
成
り
、
会
津
の
「
勤
皇
精
神
」
が
臼
本
精
神
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
評

価
さ
れ
る
。
そ
し
て
戦
後
に
は
、
観
光
都
市
化
を
目
指
し
た
会
津
若
松
市
の

戦
略
に
沿
っ
た
形
で
、
新
た
な
〈
歴
史
〉
が
語
ら
れ
た
。
〈
歴
史
〉
の
語
り

手
と
し
て
は
司
馬
遼
太
郎
と
宮
崎
十
三
八
が
挙
げ
ら
れ
、
彼
ら
の
く
語
り
〉

と
と
も
に
「
観
光
史
学
」
が
成
立
し
た
と
す
る
。

　
第
4
章
で
は
、
戦
死
者
の
記
憶
と
忘
却
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
白
虎
隊

と
佐
川
官
兵
衛
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
白
虎
隊
に
つ
い
て
は
、
「
少
年
」
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
弱
さ
と
純
粋
さ
が
、
や
が
て
「
日
本
精
神
偏
の
象
徴

的
な
神
話
と
な
っ
て
い
く
歴
史
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
佐
川
に
つ
い

て
は
、
西
南
戦
争
参
戦
に
よ
っ
て
賊
軍
か
ら
抜
け
出
し
た
存
在
で
あ
る
と
し
、

靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
「
祭
り
上
げ
」
さ
れ
て

地
元
で
は
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
論
を
立
て
て
い
る
。

こ
う
し
た
忘
却
は
、
時
間
の
経
過
と
世
代
交
代
に
よ
っ
て
お
こ
る
。
こ
れ
を

著
者
は
「
戦
死
者
の
近
代
化
」
な
い
し
は
死
者
の
「
三
人
称
化
」
と
呼
ん
で

い
る
。

　
第
5
章
で
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
会
津
の
観
光
都
市
化
に
つ
い
て
論
じ
る

中
で
、
「
歴
史
」
の
語
り
部
を
必
要
と
し
た
と
指
摘
。
そ
の
役
割
を
果
た
し

た
人
物
と
し
て
市
役
所
職
員
か
ら
郷
土
史
家
と
な
っ
た
宮
瞬
十
三
八
が
改
め

て
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
語
り
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

章
で
は
、
会
津
と
い
う
地
域
の
独
自
性
と
し
て
、
戦
争
犠
牲
者
と
戦
後
補
償

を
め
ぐ
る
国
家
と
の
対
抗
関
係
が
成
立
せ
ず
、
む
し
ろ
戊
辰
戦
争
の
被
害
者

に
つ
い
て
語
る
こ
と
か
ら
、
近
代
藩
閥
政
府
と
の
対
抗
関
係
が
想
定
さ
れ
た

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
の
会
津
に
お
い
て
は
、
第
二
次
大
戦
の
戦

死
者
も
、
戊
辰
戦
争
で
の
戦
死
者
も
と
も
に
遠
い
昔
の
、
「
戦
死
者
な
ら
ざ

る
死
者
」
と
な
り
、
ど
ち
ら
も
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
、

著
者
に
よ
れ
ば
会
津
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
現
代
日
本
の
到
達
し
た
境
地
だ
と

い
う
。

　
終
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
近
代
会
津
を
四
つ
の
局
面
に
整
理

し
て
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
が
「
戦
死
者
の
雪
冤
」
。
そ

れ
は
戊
辰
戦
争
戦
死
者
の
再
評
価
過
程
で
あ
り
、
会
津
と
い
う
共
同
体
、
死
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者
と
生
者
の
関
係
と
い
う
枠
に
沿
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
試

み
で
あ
る
。
第
二
は
「
戦
死
者
の
代
替
わ
り
」
。
近
代
戦
争
の
中
で
戦
死
者

が
発
生
し
、
彼
ら
が
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
者
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
結
び
つ
い
た
。
そ
し
て
戊
辰
戦
争
の
戦
死

者
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
文
脈
で
再
評
価
さ
れ
る
。
死
者
と
生
者
の
関
係
が
更
新

さ
れ
続
け
る
時
期
で
あ
る
。
第
三
は
「
戦
死
者
の
忘
却
と
召
還
」
。
会
津
で

は
近
代
戦
の
戦
死
者
は
敗
戦
に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
、
か
わ
っ
て
戊
辰
戦
争
の

戦
死
者
が
「
召
還
」
さ
れ
て
「
怨
念
」
が
噴
出
し
た
。
第
四
は
「
戦
死
者
の

退
場
」
。
代
替
わ
り
に
よ
っ
て
、
近
代
戦
争
の
死
者
も
、
戊
辰
戦
争
の
死
者

も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
獲
得
の
場
か
ら
退
場
し
、
死
者
の
想
起
に
お
い
て
戦

争
と
い
う
要
素
が
失
わ
れ
て
い
く
段
階
で
あ
る
。
こ
う
し
た
モ
デ
ル
の
諸
局

面
を
設
定
す
る
の
は
カ
ー
ル
ー
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
「
境
界
線
の
政
治
」
で
あ

り
、
ま
た
局
面
を
動
か
す
力
と
な
る
の
は
「
た
ゆ
ま
ざ
る
時
間
の
流
れ
」
で

あ
る
。

　
そ
し
て
著
者
は
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
、
近
代
日
本
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
関
係
に
雷
及
す
る
。
す
な
わ
ち
近
代
会
津
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
靖
国
神

社
問
題
を
考
察
し
、
そ
の
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
を
予
想
し
て
い
る
。
靖
国
神
社

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
た
近
代
日
本
に
お

け
る
死
者
（
戦
死
者
）
の
意
味
づ
け
は
揺
ら
い
で
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
死

者
と
の
関
係
を
単
に
忘
却
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
た
え
ず
そ
の
非
訟
理
性

が
告
発
さ
れ
続
け
る
と
し
て
、
「
ど
こ
ま
で
の
死
者
に
向
き
合
う
」
の
か
が

常
に
問
題
に
な
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
常
に
非
倫
理
的

で
あ
る
「
境
界
線
」
に
自
閉
し
な
い
倫
理
性
を
志
向
す
る
こ
と
を
提
起
し
て

い
る
。
以
上
が
評
者
の
理
解
に
も
と
づ
い
た
本
書
の
大
ま
か
な
内
容
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
書
で
素
材
と
さ
れ
て
い
る
会
津
地
方
と
い
え
ば
、
幕
末
・
維
新

期
に
か
け
て
佐
幕
派
の
中
心
的
存
在
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
会
津

藩
の
本
拠
地
で
あ
る
。
戊
辰
戦
争
で
の
悲
劇
的
な
敗
戦
は
白
虎
隊
を
そ
の
象

徴
的
存
在
と
し
て
、
た
び
た
び
小
説
や
映
像
作
晶
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

本
書
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
早
乙
女
貢
・
綱
淵
謙
錠
・
中
村
彰
彦

そ
し
て
司
馬
遼
太
郎
と
い
っ
た
名
前
が
す
ぐ
に
挙
が
る
。
ま
た
一
九
八
六
年

に
放
映
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
自
今
隊
」
は
、
N
H
K
紅
白
歌
合
戦
の
裏

番
組
な
が
ら
高
い
視
聴
率
を
記
録
す
る
な
ど
、
「
会
津
と
い
う
神
話
一
は
全

国
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
「
浸
透
力
」
が
論
証
さ
れ
て
い

る
の
が
第
2
章
で
あ
る
。
会
津
地
域
の
具
体
的
な
分
析
に
入
る
前
に
、
阿
蘇

地
方
を
素
材
と
し
た
章
を
設
け
て
い
る
こ
と
で
、
よ
り
会
津
神
話
の
「
強

さ
」
が
明
確
に
な
る
効
果
的
な
構
成
で
あ
る
。

　
第
3
章
で
は
神
話
を
「
発
信
」
す
る
会
津
側
の
戦
略
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
う

い
っ
た
も
の
を
通
時
的
に
整
理
し
た
内
容
と
し
て
意
義
が
あ
る
。
第
5
章
の

内
容
と
と
も
に
、
戦
後
の
会
津
に
つ
い
て
「
観
光
史
学
」
と
い
う
概
念
を
設

定
し
、
そ
の
限
界
を
指
摘
す
る
く
だ
り
（
～
二
八
ペ
ー
ジ
）
は
、
会
津
若
松

と
い
う
土
地
へ
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
作
ら
れ
て
き
た
か
を
詳
細

に
明
ら
か
に
し
た
あ
と
で
の
結
論
な
の
で
、
説
得
的
な
も
の
と
し
て
評
価
で

き
る
。
「
観
光
史
学
」
概
念
の
設
定
は
、
本
書
の
全
体
的
な
問
題
意
識
と
は

や
や
ず
れ
る
が
、
戦
後
日
本
各
地
で
書
か
れ
、
あ
る
い
は
語
ら
れ
た
「
地
域

史
」
の
形
成
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
な
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
地
域

史
」
の
問
題
性
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
二
つ
の
章
で
は
よ
く
表
れ
て
い
る
よ

う
に
思
う
し
、
ま
た
歴
史
学
自
体
も
一
定
程
度
そ
こ
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
た

面
が
あ
る
。
そ
し
て
本
書
で
強
調
さ
れ
る
会
津
の
特
殊
性
と
は
、
そ
の
「
地

域
史
」
が
非
常
に
力
を
持
ち
、
全
国
的
に
も
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
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評書

そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　
戦
死
者
の
慰
霊
・
追
悼
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
諸
研
究
と
は
一
味

違
う
視
点
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
本
書
の
注
霞
す
べ
き
部
分
で
あ
る
。
第
4

章
で
は
、
靖
国
神
社
に
祀
ら
れ
た
会
津
ゆ
か
り
の
戦
死
者
は
地
元
で
は
か
え

っ
て
「
忘
却
」
さ
れ
、
祀
ら
れ
な
い
白
虎
隊
は
記
憶
さ
れ
続
け
る
と
い
う
、

靖
国
の
ひ
と
つ
の
逆
説
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
終
章
で
示
さ
れ
た
近
代

会
津
の
四
つ
の
モ
デ
ル
は
、
非
常
に
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
戦
死

者
の
扱
い
を
め
ぐ
る
「
境
界
線
の
政
治
」
と
「
た
ゆ
ま
ざ
る
時
間
の
流
れ
」

に
つ
い
て
、
な
ん
と
な
く
評
者
も
感
じ
て
い
た
そ
の
変
遷
の
あ
り
よ
う
を
、

明
快
な
形
で
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
靖
国
神
社
や
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
今
後
を
も
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
展
開
は
、
従
来
の
こ
の

種
の
議
論
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
形
の
靖
国
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
評
者
な
り
に
う
け
と
め
れ
ば
、
そ
れ
は
靖
国
、
あ
る
い
は

近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
る
も
の
が
持
っ
て
い
る
力
の
「
強
さ
」
自
体
へ
の

懐
疑
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
で
本
書
の
意
義
を
認
め
つ
つ
、
問
題
点
や
今
後
の
課
題
と
す
べ

き
部
分
も
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
前
に

ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
が
、
評
者
は
主
と
し
て
歴
史
学
の
観
点
か
ら
「
死
」

の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
人
間
で
あ
る
。
「
死
」
の
問
題
を
扱
う
と

す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
関
連
す
る
宗
教
学
や
哲
学
、
思
想
に
関
す
る
議
論
も

お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
の
あ
た
り
が
十
分
で
な
い

と
こ
ろ
は
日
々
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
ら
の
現
状
を

踏
ま
え
つ
つ
も
、
ま
ず
本
書
を
読
み
始
め
て
の
第
一
印
象
と
し
て
は
、
序
章

と
第
1
章
以
下
の
方
法
論
の
違
い
に
と
ま
ど
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
序
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
様
々
な
理
論
的

枠
組
み
と
、
第
！
章
以
下
の
会
津
に
関
す
る
実
証
過
程
と
の
間
に
、
率
直
に

言
っ
て
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
た
。
こ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
終
章
に
た
ど
り
つ

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
程
度
埋
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
ま
で
は
な
か
な
か
結
び
つ

い
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
が
歴
史
畑
の
人
間
で
あ
る
こ
と

か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
ず
個
別
的
に
問
題
点
や
課
題
と
な
る
部
分
を
挙
げ
て
み
る
。
一
つ
は
、

第
2
章
八
六
ペ
ー
ジ
の
史
料
に
み
え
る
「
明
治
百
年
記
念
扁
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
章
は
阿
蘇
と
会
津
の
関
係
だ
け
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
内
容
だ
が
、
当

時
日
本
社
会
で
広
く
語
ら
れ
て
い
た
「
歴
史
」
と
は
ど
う
関
連
し
て
い
た
の

か
。
日
本
社
会
に
お
け
る
幕
末
・
明
治
と
い
う
時
代
の
「
語
り
」
が
こ
の
時

期
、
大
き
く
変
動
し
て
い
た
こ
と
は
考
慮
に
入
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
（
本

書
で
挙
げ
ら
れ
る
司
馬
遼
太
郎
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
）
。
も
う

ひ
と
つ
は
阿
蘇
に
お
け
る
佐
川
官
兵
衛
顕
彰
の
受
け
入
れ
を
「
一
揆
罪
悪

観
」
の
希
薄
化
と
戦
後
の
農
地
改
革
な
ど
に
よ
る
社
会
の
変
化
か
ら
説
明
し

て
い
る
が
、
第
3
章
以
降
の
叙
述
と
の
関
連
で
い
え
ば
「
観
光
史
学
」
の
問

題
を
考
え
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
会
津
と
い
う
外
部
か
ら
の
イ
ン
パ
ク

ト
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
阿
蘇
に
と
っ
て
も
佐
川
を
顕
彰
す
る
こ
と
の
積
極
的

意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て

い
な
い
。

　
そ
れ
か
ら
、
第
4
章
で
の
警
視
隊
と
禁
門
の
変
戦
死
者
の
問
題
で
あ
る
。

会
津
出
身
者
な
が
ら
靖
国
神
社
合
祀
と
い
う
共
通
項
を
著
者
は
重
視
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
官
軍
側
と
し
て
戦
っ
た
前
者
と
あ
く
ま
で
会
津
側
と
し
て
戦

っ
た
後
者
と
で
、
少
な
く
と
も
国
家
に
と
っ
て
は
基
本
的
な
差
異
が
あ
る
。

前
者
を
靖
国
に
祀
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
は
何
の
葛
藤
も
生
じ
ず
、

戦
死
の
直
後
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
合
祀
が
～
九
一
五
年
ま
で
か
か
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っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
祀
る
こ
と
に
つ
い
て
か
な
り
の
時

間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
戊
辰
殉
難
者
五
十
年
祭
の
時
点
で
は
両
方
合
祀
さ

れ
て
い
た
か
ら
と
も
に
「
忘
却
扁
さ
れ
た
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
合
祀
の
時

期
は
大
幅
に
違
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
同
じ
レ
ベ
ル
で
「
忘
却
」
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
禁
門
の
変
戦
死
者
の
合
祀
を
求
め
る
運
動
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
本
書
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
会
津
で
の
そ
れ
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

具
体
的
な
事
実
を
挙
げ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ぎ
に
、
本
書
全
体
を
通
し
て
の
論
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
｝
に
、
著
者
が
強
調
す
る
会
津
の
「
特
殊
性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず

近
代
戦
争
の
死
者
の
扱
い
に
つ
い
て
、
一
六
四
ペ
ー
ジ
で
は
「
認
識
と
評
価

の
対
立
軸
が
形
成
さ
れ
た
戦
後
日
本
社
会
全
般
の
状
況
と
比
較
し
て
」
特
殊

で
あ
る
と
し
、
そ
の
要
因
と
し
て
地
域
に
具
体
的
な
戦
争
被
害
が
な
か
っ
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
地
域
は
会
津
だ
け
で
は
な
く
全
国

に
は
相
当
数
あ
っ
た
。
そ
れ
を
会
津
の
「
特
殊
性
扁
の
要
因
と
い
う
こ
と
は

難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
つ
づ
け
て
「
近
代
戦
争
に
対
す
る
認
識
や

書
本
軍
の
行
為
に
対
す
る
評
価
」
も
会
津
で
は
大
き
な
争
点
に
な
ら
な
か
っ

た
、
と
し
て
い
る
が
、
地
域
史
の
な
か
で
近
代
戦
争
の
位
置
づ
け
が
語
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
近
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
（
「
軍
隊

と
地
域
」
研
究
の
進
展
）
、
広
島
・
長
崎
や
沖
縄
な
ど
は
む
し
ろ
例
外
的
で

あ
る
。
一
方
で
、
遺
族
や
旧
軍
関
係
者
は
、
戦
後
社
会
に
お
い
て
は
少
な
く

と
も
あ
る
時
期
ま
で
有
力
な
社
会
集
団
で
あ
り
、
彼
ら
は
戦
後
社
会
が
戦
死

者
に
対
し
て
冷
淡
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
の
風
潮
に
反
発
し
て
い
た
。
そ
れ
は

地
域
単
位
で
は
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
観
光

史
学
」
と
い
う
枠
の
中
に
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
戦
死
者
た
ち
を

地
域
の
人
々
が
「
忘
却
」
し
た
と
説
明
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
か
。

　
第
二
に
、
「
会
津
も
の
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
2
章
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
部
の
主
体
に
よ
っ
て
地
域
の
歴
史
が
「
想

起
」
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
第
2
章
は
会
津
が
阿
蘇
に
与
え
た
影
響
だ
っ
た

が
、
会
津
が
外
か
ら
影
響
を
受
け
る
面
と
い
う
の
は
考
え
な
く
て
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
近
年
の
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
思
い
起
こ

せ
ば
い
い
の
だ
が
、
地
域
の
側
が
そ
う
し
た
媒
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
イ

メ
ー
ジ
を
あ
る
意
味
で
利
用
し
て
、
観
光
振
興
な
ど
に
つ
な
げ
る
ケ
ー
ス
は

珍
し
く
な
い
。
そ
れ
は
本
書
の
表
現
に
し
た
が
え
ば
「
消
費
」
さ
れ
る
も
の

で
し
か
な
い
が
、
け
っ
し
て
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
萩
市
と
の
姉
妹
都
市
提
携
問
題
は
、
「
会
津
も
の
」
で
広
ま
っ
た

会
津
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
う
に
、
む
し
ろ
地
元
が
引
き
ず
ら
れ
た
結
果
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ネ
イ

シ
ョ
ン
は
、
外
部
を
意
識
し
た
う
え
で
の
自
己
認
識
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
地
元
の
門
観
光
史
学
」
と
い
う
戦
略
だ
け
で
は
説
明
で
き

な
い
部
分
が
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
第
一
の
問
題
と
も
関
連
す
る
が
、
本
書
の
分
析
を
通
じ
て
示
さ

れ
た
「
四
つ
の
局
面
扁
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
化
は
非
常
に
興
味

深
い
提
起
だ
が
、
こ
の
モ
デ
ル
を
ひ
と
ま
ず
首
肯
す
る
と
し
て
、
「
第
二
の

敗
戦
」
に
よ
る
戦
死
者
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、
と
い
う
第
三
の
局
面
の

状
況
説
明
に
疑
問
が
あ
る
。
つ
ま
り
会
津
に
お
い
て
は
、
近
代
戦
争
の
戦
死

者
が
忘
却
さ
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
戊
辰
戦
争
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
た

と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
会
津
に

生
き
て
い
た
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
、
遺
族
や
旧
軍
人
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
入
生
を
左
右
す
る
衝
撃
的
な
も
の

だ
っ
た
だ
ろ
う
。
宮
崎
な
ど
が
「
観
光
史
学
」
で
と
っ
た
戦
略
に
は
入
っ
て
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こ
な
く
て
も
、
そ
れ
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
地
域
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
第
三
の

局
面
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
本
書
の
表
現
に
し

た
が
え
ば
近
代
戦
争
の
戦
死
者
を
強
く
「
想
起
」
し
て
い
た
　
段
階
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
れ
を
考
え
る
か
と
い
え
ば
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
丸
山
真
男
の
い
う

「
悔
恨
共
同
体
扁
の
問
題
と
の
関
連
で
あ
る
。
「
悔
恨
共
同
体
扁
自
体
は
戦

後
の
知
識
人
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
出
て
き
た
表
現
だ
が
、
あ
り
て
い
に
い

え
ば
こ
う
し
た
「
敗
戦
」
に
よ
る
「
共
同
体
」
は
会
津
に
は
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
第
5
章
に
お
い
て
画
期
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
一
九
五
七
年
（
会
津
ま
つ
り
に
お
け
る
戊
辰
戦
争
の
強
調
の

は
じ
ま
り
）
と
い
う
年
代
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
敗
戦
か
ら
そ
こ
ま
で
の

期
間
、
一
九
五
〇
年
代
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
書
全
体
を
通
読
し
て
考
え
た
こ
と
は
、
「
記
憶
」
「
忘
却
」
あ

る
い
は
「
想
起
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
種
の
議
論

を
す
る
と
き
に
は
再
三
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
る
が
、
自
戒
を
こ
め
て
い
う

な
ら
ば
、
あ
る
歴
史
事
象
に
そ
の
言
葉
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
、
は
た
し
て

そ
の
内
容
を
適
切
に
説
明
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
懸
念
を
持

ち
つ
づ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
誰
の
、
あ
る
い
は
ど
の
集
団
の
レ
ベ
ル

で
、
「
記
憶
」
「
忘
却
」
「
想
起
」
が
起
こ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
慎

重
な
検
討
が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「
神
話
」
の
有
効
性
を
計
る
手

が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
極
め
て
簡
単
な
が
ら
評
者
な
り
に
本
書
の
内
容
を
受
け
止
め
た
う

え
で
の
書
評
を
記
し
た
。
誤
読
や
理
解
不
足
な
点
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
評
者
の
力
量
ゆ
え
で
あ
る
。
本
書
が
近
代
日
本
の
門
戦
死
者
」
を
め

ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
新
た
な
議
論
の
方
法
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

り
、
ま
た
会
津
と
い
う
地
域
を
取
り
あ
げ
て
い
る
点
で
も
意
義
が
深
い
研
究

で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
欄
寒
し
た
い
。
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