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敗
北
への
想
像
力

─
保
田
與
重
郎
『
南
山
踏
雲
録
』
を
読
む
─

五
味
渕
　
典
嗣

１　

は
じ
め
に
─
問
題
の
所
在

　

ひ
と
は
︑
言
葉
の
上
で
い
く
ら
で
も
危
機
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
︒
他
の
人
々
が
自
覚
し
て
い
な
い
事
態
の
深
刻
さ
を
指
摘
し
た
い
と
い
う
善

意
か
ら
︑
自
ら
の
主
張
の
切
実
さ
を
訴
え
た
い
と
い
う
誠
実
さ
か
ら
︑
鮮
烈
な
表
象
を
呈
示
す
る
こ
と
で
人
々
の
思
考
を
縛
り
つ
け
た
い
と
い
う

策
略
か
ら
︑
や
が
て
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
危
機
に
つ
い
て
言
葉
を
費
や
し
︑
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
た
破
局
の
物
語
と
さ
え
戯
れ
る
こ
と
も
で

き
る
︒
批
評
︵criticism

︶
は
危
機
︵crisis

︶
に
通
じ
る
と
は
人
口
に
膾
炙
し
た
定
型
句
だ
け
れ
ど
︑
確
か
に
︑
批
判
的
な
言
辞
の
イ
ン
パ
ク
ト

の
い
く
ぶ
ん
か
は
︑
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
危
機
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
あ
く
ま
で
言
葉
と
し
て
語
っ
た
り
書
い
た

り
煽
り
立
て
た
り
弄
ん
だ
り
し
た
そ
の
危
機
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
︑
い
っ
た
い
ひ
と
は
何
を
思
い
︑
い
か
な
る
口
調
で
︑
ど

ん
な
言
葉
を
口
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　

保
田
與
重
郎
は
︑
文
学
者
と
し
て
の
出
発
以
来
︑
一
貫
し
て
︿
敗
北
﹀
を
主
題
と
し
た
思
索
を
展
開
し
て
き
た
︒
周
知
の
通
り
保
田
は
︑
軍
事

的
政
治
的
な
敗
北
に
お
い
て
﹁
隠
遁
の
詩
人
﹂
と
な
っ
た
後
鳥
羽
院
に
着
目
し
︑
彼
か
ら
始
ま
る
文
芸
の
系
譜
を
構
想
し
て
い
た
︒
で
は
︑
そ
の
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保
田
は
─
言
霊
思
想
に
つ
い
て
熱
心
に
語
っ
て
も
い
た
彼
は
︑
日
本
帝
国
の
軍
事
的
政
治
的
な
敗
北
が
眼
前
に
迫
り
つ
つ
あ
る
状
況
の
中
で
︑

い
っ
た
い
何
を
考
え
︑
書
い
た
の
か
︒

　

先
行
す
る
論
者
の
多
く
は
︑
保
田
は
日
本
の
敗
北
を
あ
ら
か
じ
め
予
期
し
て
い
た
︑
と
主
張
し
て
い
る
︒﹃
万
葉
集
の
精
神　

そ
の
成
立
と
大

伴
家
持
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
四
二
︶
を
論
じ
る
山
城
む
つ
み
は
︑
保
田
が
﹁
一
切
が
滅
び
る
﹂
敗
北
を
﹁
必
至
﹂
と
し
︑﹁
現
実
世
界
に
お
け
る

滅
亡
と
敗
北
を
必
定
と
見
据
え
た
上
で
︑
こ
の
絶
対
的
な
危
機
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
点
り
︑
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
中
で
も
燃
え
続
け
る
﹁
詩
の

火
﹂﹂
を
見
出
そ
う
と
し
た
︑
と
す
る(1)

︒
桶
谷
秀
昭
は
︑
保
田
は
近
代
戦
争
の
戦
局
に
関
心
を
失
い
︑﹁
敗
戦
へ
の
予
感
と
そ
の
待
望
﹂
に
生
き

た
︑
と
述
べ
る(2)

︒
と
り
わ
け
わ
た
し
が
注
目
し
た
い
の
は
︑
保
田
に
お
け
る
戦
時
と
戦
後
の
︿
転
回
﹀
を
論
じ
た
福
田
和
也
の
所
説
で
あ
る
︒
福

田
に
よ
れ
ば
︑
保
田
與
重
郎
は
︑
日
本
帝
国
が
明
確
な
戦
争
目
的
を
つ
い
ぞ
示
せ
な
か
っ
た
中
国
と
の
戦
争
を
﹁
い
か
な
る
︑
理
論
も
構
想
も
な

く
︑
た
だ
戦
い
︑
戦
闘
の
光
景
で
大
陸
を
埋
め
て
い
く
﹂
ロ
マ
ン
主
義
的
な
純
粋
さ
の
相
で
捉
え
返
す
こ
と
で
︑
文
字
通
り
﹁
聖
戦
の
権
化
﹂
と

な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
日
本
国
家
の
敗
北
を
誰
よ
り
も
深
刻
に
受
け
止
め
た
保
田
は
︑
た
だ
ひ
と
り
﹁
故
山
に
帰
農
﹂
し
︑
日
本
文
芸
の
﹁
系
譜
﹂

の
継
承
者
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
で
︑
彼
の
﹁
大
東
亜
戦
争
﹂
を
継
続
し
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る(3)

︒

　

福
田
の
議
論
は
︑
保
田
與
重
郎
が
一
九
四
五
年
八
月
の
日
本
国
家
の
無
条
件
降
伏
を
い
か
に
思
想
化
し
︑
内
面
化
し
た
か
を
考
え
た
貴
重
な
仕

事
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
＝
日
本
敗
戦
と
い
う
外
的
状
況
の
み
が
保
田
の
転
機
だ
っ
た

の
か
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒

　

そ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
敗
戦
後
の
保
田
與
重
郎
が
︑
自
ら
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
︿
転
回
﹀
の
時
点
を
﹁
昭
和
十
八
年
の
夏
﹂
と
特
定
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
︒﹁
に
ひ
な
め 

と 

と
し
ご
ひ
﹂︵﹃
不
二
﹄
一
九
四
九
・
四
︑
初
出
題
﹁
に
ひ
な
め
と
と
し
ご
ひ
の
祭
﹂︶
で
保
田
は
︑﹁
昭
和
十

八
年
夏
以
後
に
於
て
︑
直
面
し
つ
つ
あ
る
大
事
を
痛
感
し
た
と
き
︑
今
こ
そ
ま
こ
と
の
日
本
の
い
の
ち
な
る
道
徳
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き

時
﹂
と
悟
っ
た
︑
と
書
い
た
︒
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
︑
自
身
の
戦
時
下
の
発
言
に
対
す
る
事
後
的
な
合
理
化
の
契
機
も
含
ま
れ
よ
う
︒
し
か
し
︑

な
ぜ
﹁
昭
和
十
八
年
の
夏
﹂
な
の
か
︒

　

保
田
の
著
作
年
譜
を
繰
る
と
︑
一
九
四
三
年
七
月
に
保
田
は
︑
自
身
二
四
冊
目
の
単
行
本
で
あ
る
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
を
擱
筆
し
て
い
る(4)

︒
同
年
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一
一
月
︑
小
学
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
そ
の
書
物
は
︑
幕
末
期
の
国
学
者
・
歌
人
で
あ
る
伴
林
光
平
の
同
題
の
書
物
を
軸
に
︑
光
平
の
事
績
を
さ
ま

ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
で
論
じ
た
も
の
だ
︒
光
平
を
わ
が
﹁
郷
里
の
国
学
者
﹂
と
敬
愛
し
た
保
田
は
︑
一
八
六
三
年
に
光
平
が
参
加
し
︑
そ
れ
が
た
め

に
投
獄
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
天
忠
組
蜂
起
︵
保
田
は
一
貫
し
て
こ
の
表
記
を
用
い
る
︶
を
日
録
ふ
う
に
ま
と
め
た
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
に
﹁
評
註
﹂
を

加
え
︑
さ
ら
に
そ
の
﹁
思
想
を
註
釈
す
る
た
め
﹂
に
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
﹁
花
の
な
ご
り
﹂﹁
残
花
余
語
﹂
を
配
し
た
︒
こ
の
他
︑
歌
の
評
釈
の
形

式
で
叙
し
た
光
平
の
略
伝
﹁﹃
橿
の
下
﹄
私
抄
﹂
と
天
忠
組
関
連
の
資
料
集
︑
蜂
起
の
舞
台
と
な
っ
た
十
津
川
の
郷
士
た
ち
の
伝
を
あ
わ
せ
て
︑

一
書
を
編
ん
だ
︒

　

わ
た
し
が
思
う
に
︑
こ
の
書
物
を
書
き
記
す
中
で
保
田
與
重
郎
は
︑
自
ら
の
思
想
の
根
幹
と
か
か
わ
る
決
定
的
な
問
い
に
遭
遇
し
て
い
た
︒
連

合
艦
隊
司
令
長
官
山
本
五
十
六
の
戦
死
と
︑
北
太
平
洋
ア
ッ
ツ
島
の
玉
砕
が
伝
え
ら
れ
た
の
が
一
九
四
三
年
五
月
末
︑
イ
タ
リ
ア
で
ム
ッ
ソ
リ
ー

ニ
が
拘
束
さ
れ
︑
ピ
エ
ト
ロ
・
バ
ド
リ
オ
を
首
班
と
す
る
政
権
が
誕
生
し
た
の
が
七
月
二
五
日
だ
か
ら
︑
戦
局
の
悪
化
は
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な

り
始
め
て
い
た
時
期
で
は
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
﹁
昭
和
十
八
年
の
夏
﹂︑
保
田
與
重
郎
は
︑
伴
林
光
平
の
著
書
か
ら
︑
い
っ
た
い
何
を
読
み
何
を
考

え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
︒
以
下
︑
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
論
じ
て
み
た
い
︒

２　

物
語
と
し
て
の
註
釈

　

保
田
與
重
郎
は
︑﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
冒
頭
の
﹁
例
言
﹂
で
︑﹁
本
書
の
目
的
﹂
は
伴
林
光
平
の
著
書
を
﹁
思
想
書
と
し
て
解
説
せ
ん
と
し
︑
そ
れ

に
よ
っ
て
国
学
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
深
淵
に
己
を
挺
し
て
︑
し
か
も
そ
の
道
の
学
を
全
う
し
た
か
を
見
る
点
に
あ
る
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
だ
か

ら
︑﹁
評
註
﹂
と
は
言
っ
て
も
︑
い
わ
ゆ
る
語
句
の
解
説
・
補
説
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
保
田
の
﹁
註
釈
の
趣
旨
﹂
は
︑
あ
く
ま
で
こ
の

テ
ク
ス
ト
を
書
く
光
平
の
﹁
精
神
と
思
想
﹂
を
究
め
る
こ
と
に
あ
る
︒

　

具
体
的
に
見
て
み
よ
う
︒
伴
林
光
平
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
は
﹁
長
月
末
つ
か
た
︑
志
す
要
事
あ
り
て
︑
南
山
を
立
ち
出
で
︑
潜
に
京
に
赴
か
ん
と

し
て
﹂
と
起
筆
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
に
保
田
は
﹁
十
津
川
を
脱
走
し
た
こ
と
を
︑
志
す
要
事
あ
り
て

0

0

0

0

0

0

0

と
云
う
て
あ
る
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
志
を
思
う
べ

く
︑
文
章
と
し
て
は
心
し
て
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
﹂︵
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
︒
以
下
同
様
︶
と
い
う
註
を
付
し
て
い
る
︒
同
じ
く
冒
頭
近
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く
で
光
平
は
︑
幕
吏
の
取
り
調
べ
に
つ
い
て
﹁
裁
断
所
を
出
て
︑
県
令
の
問
糺
す
ま
に
〳
〵
︑
有
し
事
の
さ
ま
を
︑
有
し
様
に
答
ふ
﹂
と
淡
々
と

書
い
た
が
︑
そ
の
文
を
保
田
は
﹁
敗
残
の
満
身
傷
痍
と
も
云
う
べ
き
︑
心
身
の
疲
労
困
憊
を
激
し
く
耐
え
た
さ
ま
が
深
く
に
じ
み
︑
悲
痛
な
文
章

で
あ
る
﹂﹁
百
も
云
う
べ
き
こ
と
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
一
つ
に
申
さ
れ
た
大
丈
夫
の
志

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
十
分
に
く
み
と
る
べ
し
﹂
と
意
味
づ
け
る
︒

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
保
田
の
手
口
は
か
な
り
強
引
で
あ
る
︒
彼
は
︑
光
平
の
言
の
背
後
に
は
表
出
さ
れ
ざ
る
﹁
志
﹂
が
あ
る
と
前
提
す
る
こ
と

で
︑
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
巨
大
な
空
隙
を
創
出
し
て
み
せ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
内
に
秘
め
た
決
意
と
し
て
の
﹁
志
﹂
を
積
極
的
に
読
み
出
そ
う
と

し
て
い
く
︒
当
代
一
流
の
国
学
者
だ
っ
た
光
平
は
︑
師
で
あ
る
﹁
伴
信
友
大
人
の
申
さ
れ
た
神
道
の
歴
史
﹂
を
︑
ま
さ
に
﹁
行
為
の
中
に
写
さ
れ

る
思
想
﹂︵﹁﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
自
序
﹂︶
と
し
て
確
か
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
︑
と
︒

　

具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
わ
た
し
は
︑
天
忠
組
が
五
条
を
脱
出
︑
吉
野
山
中
に
陣
を
遷
し
た
路
程
を
た
ど
る
光
平
が
﹁
加
名
生
皇
居
︒

桜
雲
記
︑
残
桜
記
︑
南
山
巡
狩
録
︑
等
に
見
え
た
り
﹂
と
誌
し
た
箇
所
に
保
田
が
付
け
た
﹁
註
﹂
に
注
目
し
た
い
︒

　

︵
五
︶︵﹁
桜
雲
記
﹂
の
註
と
し
て
─
引
用
者
︶
三
巻
︑
専
ら
吉
野
皇
居
の
こ
と
を
誌
し
︑
文
保
二
年
後
醍
醐
天
皇
即
位
の
時
よ
り
長
禄
三

年
に
及
ぶ
記
録
︒

︵
六
︶︵﹁
残
桜
記
﹂
の
註
と
し
て
─
引
用
者
︶
二
巻
︑
伴
信
友
撰
︒
信
友
は
わ
が
国
最
大
の
思
想
家
の
一
人
︑
光
平
の
師
に
当
る
︒
本
書

は
一
統
以
後
の
吉
野
宮
方
の
こ
と
を
誌
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
特
に
禁
闕
の
変
の
始
末
に
詳
し
い
︒

︵
七
︶︵﹁
南
山
巡
狩
録
﹂
の
註
と
し
て
─
引
用
者
︶
大
草
公
弼
撰
︒
吉
野
朝
廷
の
歴
史
を
し
る
し
︑
別
に
一
巻
に
明
徳
四
年
よ
り
︑
長
禄

二
年
に
到
る
遺
統
の
御
事
績
を
誌
す
︒
文
化
六
年
の
自
序
あ
り
︒
是
ら
の
三
著
は
一
統
後
の
吉
野
宮
方
︑
及
び
そ
の
遺
臣
の
始
末
を
誌
し
︑

沈
痛
悲
壮
に
耐
え
ぬ
史
実
で
あ
る
︒
踏
雲
録
に
出
る
︑
自
天
親
王
︑
忠
義
親
王
の
御
事
は
︑
こ
れ
ら
の
書
に
詳
し
い
︒
そ
う
し
て
国
学
国
史

に
通
じ
た
先
生
が
︑
こ
ゝ
で
こ
れ
ら
の
書
の
こ
と
を
い
い
︑
つ
い
で
楠
二
郎
︑
自
天
王
︑
忠
義
王
た
ち
︑
一
統
後
の
宮
方
南
方
の
人
の
こ
と

を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
回
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
当
時
の
先
生
の
思
想
の
上
で
︑
最
も
重
大
悲
痛
な
点
で
あ
る
︒﹇
傍
線
は
引
用
者
︑
以
下
同
じ
﹈
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こ
れ
ら
の
﹁
註
釈
﹂
は
明
ら
か
に
過
剰
と
い
う
他
に
な
い
︒
こ
の
場
所
が
か
つ
て
の
﹁
皇
居
﹂
と
し
て
三
つ
の
書
物
に
登
場
す
る
と
い
う
だ
け

の
部
分
に
費
や
す
言
葉
の
量
と
し
て
あ
ま
り
に
不
自
然
だ
し
︑
特
定
の
文
脈
を
前
景
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
も
歴
然
だ
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
禁
闕

の
変
の
始
末
﹂﹁
楠
二
郎
︑
自
天
王
︑
忠
義
王
た
ち
︑
一
統
後
の
南
方
宮
方
の
人
の
こ
と
﹂︑
い
わ
ゆ
る
︿
後
南
朝
﹀
の
問
題
で
あ
る
︒

　

知
ら
れ
る
通
り
︑︿
後
南
朝
﹀
と
は
︑
足
利
義
満
の
主
導
で
行
わ
れ
た
南
北
朝
合
一
後
に
﹁
旧
南
朝
の
皇
位
回
復
を
め
ざ
し
た
動
向
﹂︵
森
茂

暁(5)

︶
の
こ
と
を
指
す
︒
南
北
朝
の
統
一
は
︑
南
朝
・
後
亀
山
︑
北
朝
・
後
小
松
と
の
間
で
﹁
御
譲
国
の
儀
式
﹂
を
執
り
行
う
建
て
前
を
と
っ
た

が
︑
そ
こ
で
約
束
さ
れ
た
条
件
は
︑
北
朝
方
─
幕
府
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
反
故
同
然
に
さ
れ
た
︒
旧
南
朝
方
は
皇
位
継
承
の
機
会
自
体
を
与
え
ら

れ
ず
︑
唯
一
に
し
て
最
大
の
交
渉
カ
ー
ド
で
も
あ
っ
た
神
聖
と
さ
れ
た
三
つ
の
器
物
と
も
ど
も
︑
半
ば
接
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
︒
不
満
を

募
ら
せ
た
旧
南
朝
方
は
︑
幕
府
中
枢
へ
の
反
抗
勢
力
と
結
ん
で
︑
武
装
蜂
起
を
繰
り
返
し
た
︒
一
四
四
三
︵
嘉
吉
三
︶
年
九
月
二
三
日
に
は
︑
武

装
勢
力
が
宮
中
に
押
し
入
り
︑
三
つ
の
﹁
神
器
﹂
の
う
ち
唯
一
焼
亡
を
免
れ
て
い
た
と
さ
れ
た
﹁
神
璽
﹂
を
奪
取
︑﹁
一
ノ
宮
﹂﹁
二
ノ
宮
﹂
と
称

さ
れ
た
皇
胤
を
擁
し
︑
奥
吉
野
に
立
て
籠
も
っ
た
︵
禁
闕
の
変
︶︒
先
の
註
釈
で
保
田
が
言
及
し
た
の
は
︑
こ
う
し
た
旧
南
朝
方
の
﹁
遺
統
の
御

事
蹟
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
始
末
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒

　

だ
が
︑
先
の
保
田
の
註
釈
は
過
剰
で
あ
る
以
上
に
︑
内
容
的
に
不
正
確
な
の
だ
︒﹃
桜
雲
記
﹄﹃
残
桜
記
﹄﹃
南
山
巡
狩
録
﹄
は
︑
必
ず
し
も

﹁
一
統
以
後
の
吉
野
宮
方
︑
及
び
そ
の
遺
臣
の
始
末
を
誌
し
︑
沈
痛
悲
壮
に
耐
え
ぬ
史
実
﹂
を
書
い
た
書
物
と
は
言
え
な
い
︒
著
者
不
詳
の
﹃
桜

雲
記
﹄
と
大
草
公
弼
﹃
南
山
巡
狩
録
﹄
は
後
醍
醐
以
降
の
南
朝
政
権
に
つ
い
て
述
べ
た
本
で
あ
り
︑︿
後
南
朝
﹀
に
対
す
る
言
及
は
わ
ず
か
し
か

存
在
し
な
い
︒
伴
信
友
﹃
残
桜
記
﹄
の
上
巻
は
︿
後
南
朝
﹀
関
連
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
︑
下
巻
は
源
平
合
戦
時
の
安
徳
・
後
鳥
羽
の
皇
位

継
承
に
か
か
る
内
容
と
な
っ
て
い
る(6)

︒
し
か
も
﹁
加
名
生
﹂
は
︑
あ
く
ま
で
後
醍
醐
に
ま
つ
わ
る
史
蹟
で
あ
る
︒
よ
っ
て
﹁
鳥
語
含
元
弘
余
愁
︑

水
声
訟
建
武
之
残
悒
﹂
と
い
う
漢
詩
の
一
節
は
︑
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
二
つ
の
元
号
に
鑑
み
て
も
︑
後
醍
醐
と
そ
の
股
肱
を
思
い
や
る
内
容
と
は
言

え
る
が
︑﹁
楠
二
郎
︑
自
天
王
︑
忠
義
王
た
ち
︑
一
統
後
の
宮
方
南
方
の
人
の
こ
と
﹂
ま
で
を
想
起
し
た
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
︒
同
様

の
こ
と
は
︑
本
文
の
九
月
一
〇
日
条
︑
十
津
川
村
で
﹁
大
塔
宮
の
古
事
﹂
を
聞
く
光
平
に
つ
い
て
︑﹁﹁
残
桜
記
﹂
に
描
か
れ
た
も
の
を
︑
ひ
し
ひ

し
感
じ
ら
れ
た
﹂﹁
踏
雲
録
の
思
想
を
見
れ
ば
︑
ま
ず
賀
名
生
で
残
桜
記
の
時
代
の
回
想
が
始
り
︑
そ
れ
よ
り
楠
二
郎
︑
自
天
王
︑
忠
義
王
の
史
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蹟
と
一
貫
し
︑
最
後
に
お
い
て
は
︑
つ
い
に
鏡
宮
を
回
想
し
た
﹂
と
説
い
た
こ
と
に
も
当
て
は
ま
る
︒

　

確
か
に
伴
林
光
平
の
書
物
に
は
︑
彼
が
十
津
川
村
を
脱
出
し
た
後
︑︿
後
南
朝
﹀
の
故
地
た
る
﹁
北
山
郷
﹂﹁
川
上
郷
﹂
に
滞
在
し
た
旨
の
記
述

が
あ
る
︒
光
平
は
そ
こ
で
﹁
忠
義
王
の
御
具
足
﹂
を
分
け
持
つ
と
い
う
二
四
个
村
が
あ
る
と
語
る
土
地
の
老
人
の
話
を
書
き
つ
け
て
も
い
る
︒
し

か
し
︑
光
平
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
に
は
︑︿
後
南
朝
﹀
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
︒﹁
楠
二
郎
﹂
や
﹁
自
天
王
﹂
の
名
前
は
つ
い
ぞ
書
か
れ

な
い
し
︑
他
な
ら
ぬ
保
田
自
身
が
訂
正
し
た
よ
う
に
︑
光
平
は
﹁
一
ノ
宮
﹂﹁
二
ノ
宮
﹂
た
る
﹁
自
天
王
﹂﹁
忠
義
王
﹂
を
取
り
違
え
て
し
ま
っ
て

い
る
︒
つ
ま
り
︑
伴
林
光
平
の
書
物
に
は
︑︿
後
南
朝
﹀
の
事
蹟
を
想
起
さ
せ
る
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
田
は
︑

テ
ク
ス
ト
か
ら
の
逸
脱
と
思
え
る
ほ
ど
︑︿
後
南
朝
﹀
の
存
在
を
必
要
以
上
に
強
調
す
る
︒
な
ぜ
な
の
か
︒

　

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
天
忠
組
の
中
で
唯
一
﹁
齢
五
十
に
余
れ
る
翁
﹂
だ
っ
た
伴
林
光
平
が
︑
祭
祀
を
持
た
な
い
﹁
若
人
達
は
︑
只
姦
賊
を

悪
む
思
む
心
競
い
に
︑
深
く
も
思
ひ
た
ど
ら
で
︑
此
党
に
は
与
も
し
つ
ら
む
﹂
と
記
し
た
一
節
に
対
す
る
︑
保
田
の
註
釈
で
あ
る
︒

︵
他
の
天
忠
組
参
加
者
た
ち
は
─
引
用
者
︶
現
に
先
生
の
考
え
て
い
る
ほ
ど
に
思
想
上
の
問
題
を
悲
痛
に
考
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
ぬ
の

で
あ
る
︒
即
ち
先
生
の
考
え
た
こ
と
は
︑
師
の
信
友
さ
え
︑
そ
の
残
桜
記
の
中
で
不
十
分
に
残
し
た
も
の
を
︑
道
の
学
の
上
で
︑
生
命
を
投

じ
て
明
ら
か
に
決
定
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
悲
痛
な
こ
と
だ
し
︑
又
一
層
畏
怖
す
べ
き
こ
と
で
︑
国
学
者
と
し
て
の
先
生
は
こ
の
畏
怖
の

心
を
最
も
深
く
知
り
︑
先
人
未
踏
の
形
で
道
の
学
の
思
想
上
の
決
定
を
し
た
︒

　

決
起
の
最
中
に
光
平
が
直
面
し
た
の
は
︑﹁
師
の
信
友
さ
え
﹂﹁
残
桜
記
の
中
で
不
十
分
に
残
し
た
﹂
問
い
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
の
問
い
を
考
え

る
こ
と
は
︑
ひ
ど
く
﹁
悲
痛
﹂
で
﹁
畏
怖
﹂
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
光
平
は
︑
そ
の
﹁
畏
怖
の
心
﹂
を
抱
き
し
め
な
が
ら
︑﹁
先
人
未
踏

の
形
﹂
で
﹁
思
想
上
の
決
定
を
し
た
﹂
─
︒
保
田
の
言
葉
は
︑
確
か
に
一
つ
の
と
こ
ろ
で
韜
晦
し
逡
巡
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑

彼
の
思
考
は
︑
確
実
に
あ
る
急
所
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
わ
た
し
は
見
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑﹁
評
註
﹂
に
続
く
﹁
花
の
な
ご
り
﹂
に
お
い

て
︑
よ
り
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
︒
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３　

疑
懼
す
る
人
間

　

保
田
の
著
書
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
二
つ
目
の
章
に
付
さ
れ
た
﹁
花
の
な
ご
り
﹂
と
い
う
章
題
は
︑
伴
信
友
が
﹃
残
桜
記
﹄
の
掉
尾
に
書
き
置
い
た

和
歌
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
︒︿
芳
野
山
花
の
な
ご
り
の
こ
の
も
と
を
な
ほ
さ
り
あ
へ
ぬ
人
も
あ
り
け
り
﹀︒

　

保
田
は
考
え
る
︒
こ
の
歌
は
﹁
南
山
の
史
蹟
を
考
え
た
者
の
窮
極
の
声
﹂
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
伴
林
光
平
は
︑
他
な
ら
ぬ
こ
の

心
思
を
﹁
刻
々
の
い
の
ち
を
か
け
た
思
想
﹂
と
し
て
生
き
た
の
だ
っ
た
︒
問
題
の
あ
り
か
に
気
づ
い
た
信
友
が
慄
然
と
立
ち
尽
く
し
︑
歌
に
思
い

を
込
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
ら
を
︑
光
平
は
﹁
最
後
の
い
の
ち
の
断
崖
﹂
に
お
い
て
考
え
抜
き
︑
行
為
し
た
─
︒

　

行
論
の
必
要
も
あ
る
の
で
︑
天
忠
組
事
件
を
め
ぐ
る
経
緯
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
︒
そ
も
そ
も
こ
の
事
件
の
直
接
の
端
緒
は
︑
一
八
六
三

年
八
月
一
三
日
に
宣
布
さ
れ
た
と
い
う
孝
明
天
皇
の
大
和
行
幸
・
攘
夷
親
征
の
詔
勅
だ
っ
た
︒
天
皇
自
ら
奈
良
に
赴
き
︑
神
武
陵
を
参
拝
し
た
の

ち
﹁
御
親
征
軍
議
﹂
を
開
催
︑
さ
ら
に
伊
勢
神
宮
に
向
か
う
と
い
う
こ
の
計
画
は
︑
言
を
左
右
に
し
な
が
ら
攘
夷
実
行
を
延
引
す
る
幕
府
を
譴
責

す
る
と
い
う
意
味
で
︑﹁
主
と
し
て
長
州
の
推
進
に
よ
り
︑
三
条
実
美
ら
激
派
公
卿
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
︑
一
種
の
ク
ー
デ
タ
﹂︵
大
岡
昇
平(7)

︶

と
し
て
あ
っ
た
︒
八
月
一
四
日
に
挙
兵
し
た
天
忠
組
一
党
と
︑
一
連
の
計
画
と
の
接
点
は
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
少
な
く
と
も
彼
ら
の
︿
大

義
﹀
は
︑
孝
明
天
皇
の
詔
勅
一
点
に
依
拠
し
て
い
た
︒

　

だ
が
︑
天
皇
動
座
を
必
須
と
す
る
こ
の
計
画
は
︑
宮
中
の
反
対
勢
力
か
ら
の
猛
烈
な
巻
き
返
し
に
遭
う
こ
と
に
な
る
︒
八
月
一
八
日
未
明
︑
中

川
宮
︵
の
ち
の
久
邇
宮
朝
彦
︒
昭
和
天
皇
妃
良
子
の
祖
父
に
あ
た
る
︶
が
参
内
︑
孝
明
天
皇
か
ら
大
和
行
幸
停
止
の
勅
を
引
き
出
し
た
︒
宮
中
の

警
備
は
会
津
・
薩
摩
両
藩
が
中
心
と
な
り
︑
長
州
藩
は
そ
の
任
を
解
か
れ
た
︒
三
条
実
美
以
下
尊
攘
派
公
卿
の
参
内
が
禁
じ
ら
れ
︑
三
条
ら
は
京

か
ら
の
脱
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
い
わ
ゆ
る
︿
八
月
一
八
日
の
政
変
﹀
で
あ
る
︒

　

こ
れ
に
先
立
つ
八
月
一
七
日
に
︑
天
忠
組
一
党
は
大
和
五
条
の
代
官
所
を
襲
撃
し
︑
代
官
以
下
の
首
級
を
曝
し
て
い
た
︒
決
し
て
若
く
な
い
身

体
に
鞭
打
っ
て
長
駆
馳
せ
参
じ
た
伴
林
光
平
が
天
忠
組
に
合
流
し
た
の
は
︑
そ
の
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
る
︒
京
都
政
変
の
報
が
早
馬
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
の
は
︑
八
月
一
九
日
の
夜
だ
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
時
点
で
天
忠
組
は
決
起
の
直
接
的
な
根
拠
を
失
い
︑
も
は
や
後
戻
り
の
で
き
な
い
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状
況
の
中
で
︑
長
期
戦
の
構
え
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

保
田
は
︑
先
の
﹁
評
註
﹂
同
様
﹁
花
の
な
ご
り
﹂
で
も
︑
翌
八
月
二
〇
日
︑
天
忠
組
一
行
が
後
醍
醐
天
皇
の
賀
名
生
宮
址
に
立
ち
寄
っ
た
際
の

伴
林
光
平
の
心
事
に
焦
点
化
す
る
︒
保
田
は
︑
そ
の
日
が
﹁
京
都
政
変
の
報
の
あ
っ
た
翌
日
﹂
に
当
た
る
こ
と
を
強
調
し
︑
こ
の
と
き
彼
ら
は

﹁
朝
命
と
し
て
︑
浪
士
追
悼
の
命
が
下
っ
て
い
た
﹂
と
知
っ
て
い
た
は
ず
だ
︑
と
書
き
つ
け
る
︒
つ
ま
り
︑
天
忠
組
一
党
は
︑
自
分
た
ち
が
﹁
朝

命
﹂
に
追
わ
れ
る
叛
徒
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
︑
と
い
う
わ
け
だ
︒

　

天
忠
組
の
行
動
を
正
当
化
す
る
唯
一
の
根
拠
が
︑
孝
明
天
皇
の
大
和
行
幸
の
詔
勅
だ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
の
と
き
彼

ら
は
決
定
的
な
局
面
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
自
分
た
ち
の
決
起
が
窮
極
に
お
い
て
︿
正
義
﹀︿
義
挙
﹀
と
信
じ
る
な
ら
︑
そ
の
自
分
た
ち

を
﹁
追
討
﹂
す
る
と
い
う
新
た
な
﹁
勅
命
﹂
を
︑
い
っ
た
い
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
︒
保
田
は
続
け
る
︒
こ
の
と
き
伴
林
光
平
は
︑
国
学
者
と
し

て
︑
自
ら
の
信
じ
る
﹁
道
﹂
に
殉
じ
る
と
い
う
︑﹁
思
想
上
の
決
定
﹂
を
行
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
天
忠
組
解
散
の
﹁
大
命
﹂
を
﹁
拝
辞

0

0

﹂
し
た
︒

　

興
味
深
い
こ
と
に
︑
天
忠
組
や
伴
林
光
平
を
顕
彰
す
る
目
的
で
書
か
れ
た
同
時
代
の
テ
ク
ス
ト
で
は
︑
天
忠
組
追
討
の
令
は
︑
中
川
宮
の
令
旨

と
幕
閣
の
指
示
に
よ
る
も
の
︵
土
橋
真
吉
﹃
伴
林
光
平
─
勤
皇
歌
人
の
生
涯
﹄
全
国
書
房
︑
一
九
四
二
︶
だ
と
か
︑
中
川
宮
の
沙
汰
を
京
都
守

護
職
・
京
都
所
司
代
が
体
し
た
結
果
︵
上
司
小
剣
﹃
伴
林
光
平
﹄
厚
生
閣
︑
一
九
四
二
︶
と
説
明
さ
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
相
反
す
る
二
つ
の
詔

勅
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
示
し
な
い
語
り
方
が
選
ば
れ
て
い
た
︒
し
か
し
保
田
は
︑﹁
浪
士
追
討
の
令
﹂
を
端
的
に
﹁
朝
命
﹂
と
の
み
書
い
た
︒

言
い
ま
わ
し
こ
そ
彼
一
流
の
ま
わ
り
く
ど
い
も
の
だ
が
︑
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
︒
保
田
與
重
郎
は
︑
一
八
六
三
年
八
月
二
〇
日

の
伴
林
光
平
に
仮
託
し
つ
つ
︑
天
皇
の
名
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
＝﹁
敕
﹂
を
受
け
取
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

可
能
性
を
考
え
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
を
突
き
つ
め
て

考
え
た
い
保
田
は
︑
光
平
の
テ
ク
ス
ト
を
曲
解
す
る
こ
と
さ
え
厭
わ
な
い
︒

　

例
え
ば
︑
光
平
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
本
文
に
は
︑
天
忠
組
討
伐
軍
の
一
将
か
ら
届
い
た
説
得
の
文
章
に
対
し
て
︑
以
下
の
返
書
を
認
め
た
と
い
う

記
述
が
あ
る
︒

　
﹁
抑
形
義
と
情
実
と
は
︑
何
れ
か
尊
き
︑
何
れ
か
卑
き
︒
我
が
正
義
徒
︑
よ
し
や
形
は
暴
な
る
に
も
せ
よ
︑
其
情
実
に
お
き
て
は
︑
尤
尊
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皇
攘
夷
の
正
義
な
り
︒
汝
等
は
浪
士
鎮
撫
の
敕
令
を
唱
へ
居
れ
ば
︑
其
形
に
於
て
は
正
な
れ
ど
も
︑
其
内
実
は
聖
明
正
白
︑
天
聴
を
擁
閉
し

奉
り
︵
学
習
院
ヲ
毀
ツ
コ
レ
ソ
ノ
明
証
ナ
リ
︶
私
に
敕
令
を
偽
り
造
り
て
︑
正
義
の
士
を
苅
尽
さ
ん
と
す
る
姦
賊
等
の
命
に
従
つ
て
︑
奔
走

馳
駆
す
る
心
中
の
乱
暴
天
下
誰
人
か
悪
ま
ざ
ら
ん
や
︒
故
に
汝
は
︑
形
は
正
に
し
て
︑
心
は
賊
な
り
︒
吾
は
形
は
暴
な
れ
ど
も
︑
心
は
正
義

也
︒
此
差
別
を
︑
と
く
と
会コ

ゝ
ロ
エ得

て
︑
急
ぎ
我
旗
下
に
降
参
し
︑
正
義
の
士
に
従
ひ
て
︑
天
朝
に
周
旋
し
奉
る
べ
き
﹂
よ
し
︑
言
遣
り
け
れ

ば
︑
い
か
ゞ
思
ひ
け
ん
︑
其
後
は
書
翰
も
来
ず
︒

　

重
要
な
箇
所
な
の
で
︑
丁
寧
に
確
認
し
た
い
︒
光
平
は
こ
こ
で
︑
ま
ず
①
手
段
は
目
的
に
従
属
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
︑﹁
尊
皇
攘
夷
の
正
義
﹂

は
自
分
た
ち
の
側
に
あ
る
と
主
張
し
つ
つ
︑
②
討
伐
軍
は
﹁
天
聴
を
擁
閉
﹂
し
︑﹁
私
に
敕
令
を
偽
り
造
﹂
る
﹁
姦
賊
﹂
の
命
令
に
従
っ
て
︑﹁
正

義
の
士
﹂
を
剪
除
せ
ん
と
し
て
い
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
言
い
か
え
れ
ば
︑
二
つ
の
﹁
敕
﹂
に
真
偽
の
対
立
を
持
ち
込
み
︑
真
の
﹁
敕
令
﹂
を
奉

じ
る
﹁
正
義
﹂
は
自
分
た
ち
の
側
に
あ
る
︑
と
立
論
し
て
い
る
︒

　

だ
が
︑
保
田
の
思
い
描
く
伴
林
光
平
は
︑
自
分
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
﹁
鎮
撫
﹂
の
﹁
敕
令
﹂
を
ニ
セ
モ
ノ
と
は
考
え
て
い
な
い
︒
先
の
引
用
部

に
つ
い
て
﹁
評
註
﹂
は
︑﹁
こ
れ
は
歴
史
に
対
す
る
我
々
の
考
え
方
見
方
と
し
て
︑
深
く
心
を
注
い
で
沈
思
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
﹂﹁
か
ゝ
る
見

解
は
皇
神
に
通
ず
る
至
誠
に
よ
っ
て
の
み
な
し
う
る
絶
対
思
想
で
あ
っ
て
︑
こ
の
神
な
が
ら
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
勤
皇
は
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
書

き
込
ん
で
い
た
︒
つ
ま
り
保
田
は
︑
光
平
の
主
張
の
中
身
と
論
法
に
は
一
切
言
及
せ
ず
︑
徹
底
し
た
思
索
の
結
果
と
し
て
の
決
断
と
い
う
契
機
の

み
を
強
調
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
こ
で
の
保
田
の
関
心
が
︑
時
を
違
え
て
発
せ
ら
れ
た
相
反
す
る
﹁
敕
﹂
の
ど
れ
を
受
け
取
り
︑
ど
れ
を
受
け

取
ら
な
い
か
と
い
う
選
択
＝
判
断
の
一
点
に
絞
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
攘
夷
親
征
の
言
も
自
分
た
ち
を
追
い
つ
め
る
言
も
同
じ
く
﹁
敕
﹂
で

あ
り
︑
そ
こ
に
ホ
ン
モ
ノ
も
ニ
セ
モ
ノ
も
な
い
︒
く
り
返
せ
ば
︑
そ
こ
に
お
い
て
光
平
は
︑
解
散
の
﹁
大
命
﹂
を
﹁
拝
辞
﹂
し
た
︒

　

ま
さ
に
そ
の
と
き
光
平
は
︑︿
後
南
朝
﹀
の
事
蹟
を
想
起
し
た
は
ず
だ
と
保
田
は
言
う
の
で
あ
る
︒﹁﹁
残
桜
記
﹂
を
し
か
と
回
想
し
つ
つ
﹂︑
孤

独
な
道
の
り
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
﹁
わ
が
ゆ
く
道
の
千
代
の
古
道
を
念
じ
ら
れ
た
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
︒
一
五
世
紀
の
﹁
禁
闕
の
変
﹂
か
ら
ち
ょ

う
ど
五
〇
〇
年
後
︑
一
九
四
三
年
夏
の
保
田
與
重
郎
は
︑
当
時
に
あ
っ
て
ひ
ど
く
不
穏
な
問
い
を
招
き
寄
せ
て
い
る
の
だ
︒
と
も
か
く
も
南
北
朝
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が
統
一
さ
れ
た
後
に
生
き
た
︿
後
南
朝
﹀
勢
力
に
と
っ
て
の
﹁
勤
皇
の
志
﹂
と
は
︑︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
に
存
在
す
る
天
皇
を
否
定
す
る
こ
と
に
お

い
て
貫
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

既
述
の
通
り
︑
光
平
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
に
は
︑︿
後
南
朝
﹀
関
連
記
事
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
れ
は
︑
あ
く
ま
で
保
田
が
考
え
︑

想
像
＝
創
造
し
た
伴
林
光
平
像
の
問
題
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
保
田
は
︑
彼
の
描
く
伴
林
光
平
が
︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
の
現
身
の
天
皇
の
言
葉
を
受
け

入
れ
な
い
こ
と
の
精
神
史
的
な
先
例
・
先
達
と
し
て
︑︿
後
南
朝
﹀
の
故
事
を
発
見
す
る
︒
国
学
は
﹁
史
蹟
を
己
の
生
き
る
生
命
の
み
ち
と
し
て

学
ぶ
学
問
だ
﹂
と
い
う
保
田
の
言
辞
に
従
う
な
ら
︑︿
後
南
朝
﹀
の
史
蹟
を
﹁
い
の
ち
の
原
理
﹂
と
し
︑
そ
の
場
所
を
踏
破
す
る
こ
と
に
お
い
て

行
わ
れ
る
﹁
思
想
﹂
と
は
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
天
皇
の
名
の
下
に
相
反
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
出
さ
れ
た
と
き
に
︑

何
が
﹁
神
意
﹂﹁
神
機
﹂
に
叶
う
か
を
判
断
す
る
決
定
的
な
根
拠
は
な
い
︒︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
で
の
決
断
と
行
動
は
︑
究
極
的
に
は
無
根
拠
な
も
の

で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
花
の
な
ご
り
﹂
に
は
︑
こ
ん
な
一
文
も
あ
る
︒﹁
皇
国
は
す
べ
て
こ
と
を
先
に
し
︑
理
を
あ
と
に
す
る
﹂︒

　

周
知
の
よ
う
に
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
期
の
保
田
與
重
郎
は
︑
戦
時
翼
賛
体
制
に
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
を
取
り
続
け
て
い
た
︒
文
学
者
・

文
化
人
の
﹁
信
念
に
立
脚
せ
ぬ
情
勢
便
乗
﹂︵﹁
文
学
者
の
使
命
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
四
三
・
一
・
二
二
～
二
三
︶
を
一
貫
し
て
否
定
し
て
い
た

し
︑
情
勢
論
的
な
言
辞
を
弄
び
な
が
ら
危
機
の
中
で
の
専
制
を
目
指
す
勢
力
を
︑
幕
府
的
存
在
と
指
弾
し
て
い
た
︒
大
戦
末
期
の
保
田
が
︑
軍
の

一
部
か
ら
警
戒
・
監
視
さ
れ
て
い
た
と
の
証
言
も
あ
る(8)

︒
さ
ら
に
推
せ
ば
︑
幕
府
的
存
在
に
向
か
う
批
判
を
徹
底
し
た
結
果
︑
そ
う
し
た
勢
力
に

推
さ
れ
利
用
さ
れ
る
天
皇
の
存
在
自
体
へ
の
懐
疑
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
ろ
う
︒
た
ぶ
ん
保
田
は
︑
自
ら
に
問
い
尋
ね
て
い
る
の
で

あ
る
︒
い
ま
こ
の
時
点
に
お
い
て
︑
あ
る
い
は
遠
く
な
い
将
来
に
お
い
て
︑﹁
天
聴
﹂
を
﹁
擁
閉
﹂
さ
れ
た
天
皇
の
口
か
ら
︑︿
攘
夷
の
中
止
﹀＝

︿
戦
争
の
終
わ
り
﹀
が
告
知
さ
れ
た
と
き
︑
自
分
は
い
っ
た
い
ど
う
受
け
止
め
る
べ
き
な
の
か
︑
と
︒

　
﹁
花
の
な
ご
り
﹂
の
保
田
は
︑
言
葉
を
う
ま
く
操
れ
な
い
自
ら
の
筆
の
拙
さ
を
何
度
も
嘆
き
な
が
ら
︑﹁
激
動
と
傾
斜
の
瞬
間
﹂
の
危
う
さ
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
︒
一
九
四
五
年
三
月
の
応
召
直
前
に
書
い
た
文
章
の
中
で
︑
保
田
は
﹁
私
は
あ
る
種
の
な
り
ゆ
き
に
従
っ
て
︑
そ
れ
の
指
す
ま

ま
を
あ
く
ま
で
努
力
し
て
為
す
こ
と
が
︑
義
務
を
行
う
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
て
い
る
﹂
と
書
き
︑
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
文
業
を
﹁
神
州
と
皇
民

の
原
理
に
立
脚
し
︑
民
族
の
不
滅
の
信
を
描
く
た
め
に
︑
永
遠
の
祭
祀
に
仕
え
奉
ろ
う
と
す
る
微
志
の
表
現
﹂
だ
っ
た
︑
と
総
括
し
た
︵﹁﹃
天
杖
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記
﹄
あ
と
が
き
﹂︶︒
だ
が
︑﹁
花
の
な
ご
り
﹂
で
語
ら
れ
た
こ
の
﹁
激
動
と
傾
斜
の
瞬
間
﹂
に
そ
の
ま
ま
身
を
委
ね
る
こ
と
は
︑﹁
皇
神
の
道
義
﹂

を
高
く
掲
げ
︑﹁
皇
国
し
き
し
ま
の
道
﹂
を
伝
え
る
文
人
た
ら
ん
と
志
し
た
彼
自
身
を
︑
文
字
通
り
の
意
味
で
厳
し
く
問
い
詰
め
︑
問
い
糺
す
場

所
に
導
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
っ
た
︒
保
田
は
︑
そ
の
こ
と
を
ま
る
で
感
知
し
た
か
の
よ
う
に
︑
そ
し
ら
ぬ
顔
で
こ
の
局
所
か
ら
︑
急
角
度
で
転

回
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

４　

一
九
四
三
年
の
転
回

　

保
田
與
重
郎
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
は
︑﹁
花
の
な
ご
り
﹂
に
続
い
て
︑﹁
残
花
余
語
︵
花
の
な
ご
り
附
録
︶﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
掲
げ
て
い
る
︒

タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
︑﹁
花
の
な
ご
り
﹂
の
文
章
に
﹁
あ
き
ぬ
心
の
し
き
り
に
動
く
も
の
﹂
が
あ
っ
た
と
い
う
保
田
は
︑﹁
再
び
﹁
花
の
な
ご

り
﹂
の
意
趣
﹂
を
述
べ
た
い
︑
と
起
筆
す
る
︒

　

し
か
し
︑
保
田
の
筆
の
切
っ
先
は
明
ら
か
に
鈍
っ
て
い
る
︒﹁
私
は
流
暢
に
筆
の
走
る
こ
と
を
楽
し
み
得
ぬ
よ
う
な
文
章
を
︑
今
も
考
え
て
い

た
﹂
け
れ
ど
︑﹁
所
詮
今
の
未
熟
さ
﹂
で
は
﹁
道
を
思
う
情
を
確
か
め
て
お
く
方
が
︑
な
お
心
安
ら
か
に
思
う
こ
と
で
あ
っ
た
﹂︒
迂
遠
な
言
い
方

だ
が
︑
保
田
が
言
い
た
い
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
瞭
然
で
あ
る
︒
か
つ
て
の
︿
後
南
朝
﹀
一
党
︑﹁
南
方
の
人
々
の
志
﹂
と
﹁
今
の
大
御
世
の
わ
れ
ら

の
心
﹂
と
の
間
に
は
︑
決
定
的
な
﹁
深
い
き
れ
め
﹂
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒

　

　

史
蹟
か
ら
身
の
所
作
を
学
ぶ
と
い
う
考
え
方
に
し
て
も
︑
史
蹟
を
先
例
と
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
先
例
と
し
て
み
て
︑
そ

の
大
義
名
分
を
論
い
︑
彼
の
先
人
の
為
た
こ
と
は
我
も
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
︑
或
い
は
我
も
行
っ
て
正
し
い
と
思
い
︑
形
の
結
果
を
明

ら
め
て
人
為
の
策
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
︑
や
は
り
漢
意
で
あ
る
︒︹
略
︺
先
例
か
ら
理
を
た
て
︑
そ
れ
を
か
よ
う
な
形
で
云
う
の
は
︑

幕
府
風
の
も
の
の
考
え
方
で
あ
る
︒
ま
た
過
去
の
史
蹟
を
︑
あ
ら
ぬ
方
に
ま
で
想
像
し
︑
そ
の
想
像
が
観
念
上
で
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
か

ら
︑
そ
の
想
像
さ
れ
た
場
面
を
先
人
の
志
を
楯
と
し
て
合
理
づ
け
︑
今
の
己
の
上
に
強
弁
す
る
こ
と
も
︑
私
意
と
し
て
私
は
排
斥
す
る
︒
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﹁
残
花
余
語
﹂
で
の
議
論
が
︑﹁
花
の
な
ご
り
﹂
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
向
き
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
︒
こ
こ
で
の
保
田
は
︑
過
去
に
悲
運

の
敗
北
を
生
き
た
人
々
と
同
様
の
道
を
行
く
存
在
と
し
て
︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
の
自
己
自
身
を
定
立
す
る
振
る
舞
い
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
︒

だ
が
︑
よ
く
考
え
て
み
た
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
過
去
の
史
蹟
を
︑
あ
ら
ぬ
方
に
ま
で
想
像
し
︑
そ
の
想
像
が
観
念
上
で
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
か

ら
︑
そ
の
想
像
さ
れ
た
場
面
を
先
人
の
志
を
楯
と
し
て
合
理
づ
け
︑
今
の
己
の
上
に
強
弁
﹂
し
た
存
在
こ
そ
︑
そ
れ
ま
で
の
保
田
が
熱
心
に
造
形

し
た
伴
林
光
平
の
姿
で
は
な
か
っ
た
か
︒

　
﹁
残
花
余
語
﹂
の
保
田
は
︑
自
ら
の
心
に
く
す
ぶ
る
火
種
を
入
念
に
踏
み
消
す
か
の
よ
う
に
︑
そ
し
て
︑
自
ら
の
言
葉
が
何
ら
か
の
行
為
を
招

致
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懼
れ
る
か
の
よ
う
に
︑
言
葉
を
少
し
ず
つ
入
れ
換
え
な
が
ら
︑
何
度
も
何
度
も
同
じ
こ
と
を
説
く
︒
曰
く
︑﹁
大
化
の
時

に
︑
大
廷
を
驚
愕
さ
せ
た
事
実
を
︑
形
の
上
で
み
る
と
い
う
例
か
ら
︑
今
日
の
所
作
を
合
理
づ
け
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
﹂
は
﹁
儒
風
の
論

理
﹂
に
囚
わ
れ
た
発
想
で
あ
る
︒
曰
く
︑﹁
我
々
が
歴
史
に
於
て
道
の
学
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
﹂
は
︑
も
し
自
分
な
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う

﹁
志
﹂
で
今
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
て
︑﹁
形
定
ま
っ
た
後
を
︑
さ
か
し
ら
に
う
べ
な
い
︑
さ
か
し
ら
の
法
を
立
て
て
︑
今
の
世
に
く
り
か
え
す
﹂
こ

と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
曰
く
︑﹁
過
去
の
史
蹟
を
例
と
し
て
︑
そ
の
場
合
に
︑
か
く
か
く
の
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
と
し
︑
そ
の
想
像
さ
れ
る
事

例
を
︑
策
謀
の
根
拠
と
し
︑
ま
た
弁
解
と
す
る
如
き
思
想
﹂
は
︑
到
底
﹁
至
誠
﹂
に
通
じ
る
も
の
と
は
言
い
得
な
い
─
︒
ご
丁
寧
に
も
保
田

は
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
非
常
の
策
を
立
て
て
︑
内
に
至
誠
忠
心
あ
れ
ば
云
々
と
い
う
如
き
﹂
論
は
︑
承
久
の
乱
で
後
鳥
羽
院
に
刃
を
向
け
た
北
条
泰

時
流
の
﹁
論
理
﹂
だ
︑
と
さ
え
断
定
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
︒

　

な
ら
ば
︑﹁
道
の
学
の
肝
心
﹂
と
は
何
な
の
か
︒
ひ
と
は
︑﹁
過
去
の
史
蹟
﹂
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
な
の
か
︒﹁
残
花
余
語
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
に

教
え
て
く
れ
る
︒
も
し
﹁
我
々
が
古
き
壬
申
の
臣
で
あ
れ
ば
︑
又
南
方
執
心
の
民
で
あ
れ
ば
﹂
ど
う
行
為
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
︑
具
体
的
な

﹁
形
﹂
を
与
え
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
︒
大
切
な
の
は
︑
そ
の
問
い
の
前
に
立
ち
尽
く
し
︑﹁
嘆
き
の
情
﹂
を
燃
や
す
こ
と
な
の
だ
︒
確
か
に
︑

﹁
嘉
吉
禁
闕
の
変
の
当
事
者
た
ち
﹂
の
﹁
心
情
﹂
に
は
︑
一
点
の
曇
り
も
な
か
っ
た
ろ
う
︒
だ
が
︑
そ
れ
以
上
に
大
事
な
こ
と
は
︑
そ
の
よ
う
な

﹁
禍
事
﹂
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
で
あ
り
︑﹁
不
祥
を
み
て
そ
の
未
萌
の
源
﹂
を
考
え
る
こ
と
な
の
だ
︑
と
︒
こ
こ
に
は
も
は
や
︑
極
限
状
況
で
の
決

断
を
生
き
た
︵
と
保
田
が
描
い
た
︶
伴
林
光
平
の
影
は
な
い
︒
と
い
う
よ
り
︑﹁
花
の
な
ご
り
﹂
と
共
に
伴
林
著
﹁
南
山
踏
雲
録
﹂
の
﹁
思
想
を
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註
釈
す
る
た
め
の
作
品
﹂
で
あ
る
は
ず
の
﹁
残
花
余
語
﹂
に
は
︑
天
忠
組
も
光
平
も
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒

　

保
田
の
単
行
本
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
に
は
︑
こ
の
あ
と
︑
光
平
の
残
し
た
歌
を
評
釈
す
る
﹁﹃
橿
の
下
﹄
私
抄
﹂
が
置
か
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ

こ
で
再
登
場
す
る
伴
林
光
平
の
造
型
は
︑﹁
大
御
稜
威
を
中
間
で
さ
え
ぎ
る
﹂
幕
府
的
存
在
の
批
判
者
へ
と
︑
慎
ま
し
く
調
整
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
︒

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
の
保
田
與
重
郎
は
︑︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
の
天
皇
の
否
定
と
い
う
局
所
へ
と
に
じ
り
寄
り
︑
そ
し
て
︑
そ
そ

く
さ
と
遠
ざ
か
っ
た
︒
い
っ
て
み
れ
ば
保
田
は
︑
武
装
闘
争
を
含
め
た
日
本
敗
戦
後
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
可
能
性
を
論
理
に
お
い
て
開
き
な
が

ら
︑
自
ら
そ
の
道
に
蓋
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
︒
以
後
の
保
田
は
︑
戦
局
も
自
ら
の
体
調
も
急
激
に
悪
化
し
て
い
く
中
で
︑
歴
史
を
欠
い
た

始
源
の
光
景
と
し
て
の
神
話
を
語
る
こ
と
に
専
心
し
て
い
っ
た
︒

　

巻
末
の
﹁
後
記
﹂
に
一
九
四
五
年
二
月
二
〇
日
付
け
の
一
文
が
上
書
き
さ
れ
た
﹃
天
杖
記
﹄
は
︑
一
八
八
〇
年
代
に
何
度
か
実
施
さ
れ
た
明
治

天
皇
・
皇
后
の
多
摩
地
域
で
の
﹁
御
狩
﹂﹁
御
遊
﹂
の
様
子
と
︑
当
時
の
廷
臣
た
ち
や
土
地
の
人
々
と
の
微
笑
ま
し
く
も
美
し
い
交
流
と
を
︑
ま

る
で
い
と
お
し
む
か
の
よ
う
に
丹
念
に
描
き
と
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
多
摩
を
訪
れ
た
一
行
を
出
迎
え
た
土
地
の
人
々
は
︑﹁
皇
御
孫
尊
の
巡
幸
の

大
御
前
に
罷
り
出
た
国
つ
神
﹂
た
ち
の
よ
う
だ
っ
た
︑
と
語
ら
れ
る
︒
一
八
八
五
年
の
皇
后
美は

る

子こ

に
よ
る
﹁
御
鮎
漁
﹂
は
︑
平
安
の
物
語
絵
巻
を

思
わ
せ
る
ほ
ど
﹁
宮
廷
の
典
雅
﹂
を
尽
く
し
た
︑﹁
東
の
国
の
始
っ
て
以
来
こ
の
方
の
み
や
び
事
﹂
だ
っ
た
と
記
さ
れ
る
︒﹃
天
杖
記
﹄
と
い
う
タ

イ
ト
ル
は
︑
ム
ツ
ヒ
ト
が
多
摩
で
狩
り
を
行
っ
た
際
︑
自
ら
折
っ
た
自
然
木
の
杖
が
聖
遺
物
と
し
て
祀
ら
れ
た
故
事
に
よ
る
が
︑
ま
る
で
保
田

は
︑
二
度
と
目
に
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
古
き
よ
き
世
界
の
記
録
と
し
て
︑
こ
の
物
語
を
書
き
連
ね
た
か
の
よ
う
だ
︒

　
﹃
天
杖
記
﹄
が
近
き
世
の
神
話
だ
と
す
れ
ば
︑﹃
鳥
見
の
ひ
か
り
﹄
は
︑
上
つ
世
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
︒
人
皇
第
一
代
神
武
天
皇
の
鳥
見
山
親
祭
を

﹁
肇
国
の
大
祭
﹂
と
位
置
づ
け
る
保
田
は
︑﹁
わ
が
祭
祀
の
根
本
﹂
は
﹁
高
天
原
の
故
事
を
そ
の
ま
ゝ
に
伝
え
て
︑
か
く
て
神
の
事
依
さ
し
し
ま
ゝ

に
仕
え
奉
っ
た
時
に
︑
祭
り
は
完
成
さ
れ
る
﹂
と
す
る
︒
天
孫
降
臨
の
時
に
下
さ
れ
た
﹁
齋ゆ

庭に
わ

の
神
勅
﹂
に
則
り
︑
コ
メ
作
り
の
た
め
に
祈
り
︑

コ
メ
の
収
穫
の
あ
と
に
産
霊
の
カ
ミ
の
力
に
感
謝
し
︑
奉
告
す
る
こ
と
︒
そ
し
て
︑
そ
の
生
活
を
﹁
万
代
不
変
﹂
に
繰
り
返
す
こ
と
︒
彼
の
考
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え
る
︿
農
﹀
の
世
界
は
︑﹁
知
識
な
い
し
権
力
に
立
っ
て
︑
生
産
者
を
配
置
し
︑
生
産
物
を
集
貨
し
︑
分
配
し
︑
合
わ
せ
て
支
配
す
る
﹂
と
い
う

観
念
を
持
た
な
い
︑
つ
ま
り
は
貨
幣
経
済
の
存
在
し
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
そ
の
始
原
の
共
同
体
は
︑
い
か
な
る
﹁
国
家
形
態
﹂

﹁
政
治
形
態
﹂
に
も
該
当
し
な
い
─
す
な
わ
ち
︑
い
か
な
る
﹁
国
家
形
態
﹂﹁
政
治
形
態
﹂
に
も
左
右
さ
れ
な
い
─
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
︒

　

だ
が
︑
そ
の
場
所
が
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
ど
こ
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
翻
っ
て
考
え
れ
ば
︑
一
九
四
四
年
の
保
田
は

﹁
大
御
命
の
ま
に
ま
に
仕
え
奉
っ
て
︑
こ
の
度
の
人
為
の
大
世
界
戦
の
荒
廃
を
救
い
︑
来
る
べ
き
文
化
の
母
胎
と
な
る
も
の
は
︑
か
ゝ
る
神
を
信

じ
て
生
き
る
民
の
中
に
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
が
良
い
﹂
と
書
い
た
︵﹃
校
註　

祝
詞
﹄
私
家
版
︑
一
九
四
四
︶︒
彼
は
︑
い
た
ず
ら
に
﹁
戦
争
の
人

為
的
終
結
を
企
﹂
て
れ
ば
想
像
を
超
え
た
混
乱
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
荘
重
に
予
言
す
る
一
方
で
︑﹁
日
本
人
の
道
に
即
す
る
信
仰
﹂
で
あ
る
と
こ

ろ
の
﹁
こ
と
だ
ま
の
信
仰
﹂
を
守
る
に
は
︑﹁
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
異
国
の
語
で
も
よ
い

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵﹃
鳥
見
の
ひ
か
り
﹄︶
と
語
っ
て
も
い
た
︒
す
な
わ

ち
︑
彼
の
思
い
願
う
﹁
信
仰
﹂
が
︑
日
本
語
で
は
語
ら
れ
な
い
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
え
考
え
て
い
た
︒

　

戦
時
下
の
日
本
語
に
よ
る
文
学
・
文
化
を
考
え
る
際
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
︑
当
時
を
生
き
た
人
々
は
︑
こ
の
戦
争
が
い
つ
・
ど
の
よ
う

に
終
わ
る
か
を
本
当
に
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
日
本
時
間
の
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
に
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
が
打
電
さ
れ
︑
そ
の
翌
日
に
は
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
聞
き
分
け
が
た
い
声
で
﹁
臣
民
﹂
た
ち
に
敗
北
が
告
知
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い

る
︒
だ
が
︑
実
際
に
そ
の
時
空
を
共
有
し
て
い
た
人
々
は
︑
軍
や
政
権
の
中
枢
に
い
た
者
も
含
め
︑
こ
の
戦
争
が
い
つ
ま
で
続
き
・
ど
こ
ま
で
戦

場
が
拡
大
し
・
戦
争
後
の
世
界
が
ど
ん
な
も
の
と
な
る
の
か
︑
本
当
に
は
確
信
の
持
て
な
い
ま
ま
︑
外
を
眺
め
︑
ラ
ジ
オ
に
耳
を
傾
け
︑
明
日
を

も
知
れ
な
い
時
間
を
共
に
過
ご
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
国
家
の
敗
北
は
︑
そ
こ
に
住
む
人
間
た
ち
の
滅
び
と
同
義
で
は
な
い
︒
日
本
帝
国
の
敗
北
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
新
た
な
始
ま
り
を
生

き
ら
れ
る
と
感
じ
た
人
々
は
多
く
い
た
し
︑
国
の
名
前
や
国
旗
や
国
歌
や
領
土
の
境
界
や
民
族
性
や
政
治
体
制
や
公
用
語
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
は

わ
か
ら
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
︑
か
つ
て
日
本
と
呼
ば
れ
た
土
地
で
︑
ど
う
か
し
て
ひ
と
は
生
き
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
戦
争
の
終
わ
り

が
迫
っ
て
い
る
と
い
う
把
握
の
も
と
︑
自
身
の
生
存
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
︑
敗
北
と
い
う
終
わ
り
の
後
の
始
ま
り
を
考
え
た
書
き
手
は
︑
確
実
に
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存
在
し
て
い
た
︒
か
り
に
国
家
が
敗
北
し
︑
ど
ん
な
体
制
の
中
で
人
々
が
生
き
る
と
し
て
も
︑
し
か
る
べ
き
仕
方
で
コ
メ
を
つ
く
り
︑
し
か
る
べ

き
仕
方
で
カ
ミ
に
感
謝
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
け
れ
ば
︑﹁
神
州
﹂
は
滅
び
な
い
─
︒
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
四
年
に
か
け
て
の
保
田
が
︑
彼

の
生
き
た
﹁
聖
戦
﹂
に
か
か
る
問
い
の
地
平
を
︑
国
家
の
政
治
制
度
や
経
済
体
制
で
は
な
く
︑
美
的
で
観
念
的
な
生
活
様
式
の
レ
ベ
ル
に
落
と
し

込
む
こ
と
で
︑﹁
神
州
不
滅
﹂
の
信
念
を
再
定
義
し
よ
う
と
企
て
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒

　

別
に
わ
た
し
は
︑
保
田
與
重
郎
が
︑︿
い
ま
・
こ
こ
﹀
の
天
皇
に
対
す
る
反
抗
を
思
念
し
た
︿
不
敬
文
学
者
﹀︵
渡
部
直
己(9)

︶
だ
っ
た
と
言
い
た

い
の
で
は
な
い
︒
そ
う
し
た
指
摘
が
︑
保
田
の
再
評
価
に
つ
な
が
る
と
も
思
わ
な
い
︒
大
事
な
こ
と
は
︑
彼
に
と
っ
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
開

戦
後
一
一
冊
目
の
単
行
本
で
あ
る
﹃
南
山
踏
雲
録
﹄
に
︑
彼
の
思
索
が
開
い
て
し
ま
っ
た
可
能
的
な
道
す
じ
と
︑
そ
こ
か
ら
の
転
回
の
双
方
を
如

実
に
見
て
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
敗
戦
後
の
﹃
絶
対
平
和
論
﹄︵
祖
国
社
︑
一
九
五
〇
︶
な
ど
で
展
開
さ
れ
た
︿
農
﹀
と
︿
祭
り
﹀
を

構
想
に
︑
戦
時
末
期
の
経
験
と
認
識
が
明
確
に
刻
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
極
限
ま
で
切
り
縮
め
ら
れ
た
祭
政
一
致
の
く
ら

し
と
︑
コ
メ
作
り
を
軸
に
永
遠
に
反
復
さ
れ
る
神
話
的
時
間
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
︑
神
な
き
あ
と
の
世
界
で
い
か
に
信
仰
を
維
持
す
る
か
と
い

う
問
い
に
対
す
る
︑
保
田
な
り
の
解
答
で
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
神
々
は
神
話
を
作
ら
な
い
︒
神
話
と
は
︑
神
を
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
間
が
︑
そ

の
こ
と
へ
の
痛
み
を
覚
え
つ
つ
書
く
物
語
に
他
な
ら
な
い
︒

﹇
付
記
﹈
保
田
與
重
郎
の
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑
適
宜
通
行
の
表
記
に
改
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
稿
はJSPS

科
研
費21720074

・

24720104

・15K
02243

の
成
果
で
あ
る
︒
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