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歴
史
と
神
話
は
民
族
意
識
に
直
結

誇
り
を
感
じ
ら
れ
る
社
会
に

　

慶
應
義
塾
大
法
学
研
究
科
講
師
の
竹
田
恒
泰
さ
ん
は
３
月
27
日
、
共
同
通
信
社
の
東
京
き
さ
ら
ぎ
会
で
「
日
本
人
は

い
つ
日
本
が
好
き
に
な
っ
た
の
か
」
と
題
す
る
講
演
を
行
い
、「
日
本
人
は
日
本
が
嫌
い
な
時
代
が
長
か
っ
た
が
、
こ

こ
２
～
３
年
で
風
潮
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
日
本
を
い
と
お
し
い
と
思
う
日
本
人
が
増
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
そ

の
上
で「
若
者
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
ら
れ
る
社
会
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
訴
え
た
。

　

ど
こ
の
国
民
も
本
来
、
多
か
れ
少

な
か
れ
、
自
分
の
国
に
対
し
愛
着
を

持
つ
も
の
だ
が
、
日
本
だ
け
は
違
う

よ
う
だ
。
５
年
に
一
度
、
世
界
36
カ

国
で
実
施
さ
れ
る
「
世
界
価
値
観
調

査
」
が
、
毎
回
同
じ
質
問
を
し
て
い

る
。「
あ
な
た
は
戦
争
が
起
き
た
ら
、

国
を
守
る
た
め
に
戦
う
か
」。
戦
う

こ
と
だ
け
が
愛
国
心
で
は
な
い
が
、

傾
向
は
分
か
る
。
高
い
国
は
70
～

80
％
の
国
民
が
「
は
い
」
と
答
え
、

ど
ん
な
国
で
も
だ
い
た
い
６
割
前
後

は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
毎
回
最

下
位
を
独
走
し
、
15
％
前
後
だ
。
２

番
目
に
低
い
の
は
同
じ
く
戦
争
に
負

け
た
ド
イ
ツ
だ
が
30
％
弱
と
、
日
本

の
倍
あ
る
。
イ
ラ
ク
も
30
％
程
度
。

日
本
人
の
自
国
に
対
す
る
誇
り
や
愛

国
心
は
、
国
際
的
に
見
る
と
著
し
く

低
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

私
が
大
学
生
の
こ
ろ
、
憲
法
改
正

や
領
土
問
題
を
口
に
す
る
の
は
極
右

の
軍
国
主
義
者
だ
け
で
、
タ
ブ
ー
中

の
タ
ブ
ー
だ
っ
た
。
日
本
を
好
き
と

言
う
の
も
“
危
険
な
人
”
だ
っ
た
。

日
本
人
は
外
国
に
は
興
味
が
あ
っ
て

も
、
日
本
の
こ
と
に
興
味
が
な
い
時

代
が
長
か
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
な
ぜ
日
本
人
は
日
本
を
好

き
だ
と
言
え
な
か
っ
た
の
か
。

　

簡
単
な
こ
と
で
、
戦
争
に
負
け
た
か

ら
だ
。
６
年
８
カ
月
、
日
本
は
米
国
の

占
領
統
治
を
受
け
た
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
目
的

は
「
完
全
な
る
武
装
解
除
」
で
、
日
本

が
将
来
二
度
と
米
国
の
敵
に
な
ら
な
い

よ
う
、
闘
争
本
能
や
団
結
す
る
本
能
を

完
全
に
は
ぎ
取
ろ
う
と
し
た
。

　

ま
ず
プ
レ
ス
コ
ー
ド
を
作
り
、
各

メ
デ
ィ
ア
に
報
道
規
制
を
敷
い
た
。

さ
ら
に
教
科
書
に
も
厳
し
い
指
導
を

入
れ
た
。
日
本
人
が
誇
れ
る
歴
史
や

神
話
を
学
校
で
教
え
る
こ
と
を
禁
止

し
た
。「
日
本
人
は
神
話
が
あ
る
か

ら
軍
国
主
義
に
走
っ
た
」
と
、
古
事

記
や
日
本
書
紀
は
危
険
図
書
の
扱
い

を
受
け
た
。
こ
う
し
た
米
国
の
対
日

占
領
方
針
は
文
書
と
し
て
、
現
在
は

公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

占
領
統
治
が
解
除
さ
れ
た
ら
教
科

書
を
見
直
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の

だ
が
、
実
際
、
見
直
し
は
さ
れ
な
か

っ
た
。Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
教
組
を
つ
く
り
、

米
国
人
に
変
わ
っ
て
日
本
人
が
占
領

時
の
方
針
を
続
行
し
た
。

　

歴
史
は
つ
ま
ら
な
い
授
業
の
代
名

詞
で
、
大
化
の
改
新
や
壬
申
の
乱
、

保
元
の
乱
な
ど
、
天
皇
が
教
科
書
に

登
場
す
る
と
き
は
、
異
端
児
や
乱
暴

者
、
天
下
動
乱
の
元
凶
と
さ
れ
た
。

　

こ
う
い
う
教
科
書
で
習
う
と
、
天

皇
が
必
要
だ
と
思
う
生
徒
は
い
な

い
。
世
論
調
査
で
20
代
の
若
者
の

70
％
以
上
が「
天
皇
に
興
味
が
な
い
」

と
答
え
て
い
る
。
興
味
が
な
い
と
い

う
の
は
と
て
も
ひ
ど
い
こ
と
で
、
ま

だ
皇
室
打
倒
と
言
う
方
が
ま
し
だ
。

マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
「
愛
情
の
反
対

は
憎
し
み
で
は
な
い
。
無
関
心
だ
」

と
言
っ
て
い
る
。

　

ど
こ
の
国
で
も
歴
史
で
押
さ
え
る

べ
き
点
は
始
ま
り
と
終
わ
り
。
と
こ

ろ
が
、
最
近
の
若
者
は
近
現
代
の
歴

史
を
知
ら
な
い
傾
向
が
あ
る
。
国
の

始
ま
り
の
経
緯
も
教
え
ら
れ
て
い
な

い
か
ら
知
ら
な
い
。
米
国
で
建
国
の

こ
と
を
答
え
ら
れ
な
い
生
徒
は
い
な

い
。
ど
こ
の
国
で
も
教
え
て
い
る
。

　

歴
史
と
神
話
は
民
族
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
に
直
結
す
る
。
20
世
紀

を
代
表
す
る
歴
史
学
者
の
ア
ー
ノ
ル

ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
が
世
界
中
の
民
族

を
研
究
し
た
結
果
、
12
～
13
歳
ま
で

に
民
族
の
神
話
を
学
ば
な
か
っ
た
民

族
は
例
外
な
く
滅
び
る
と
結
論
付
け

て
い
る
。

　

人
類
の
歴
史
か
ら
い
え
ば
、
戦
争

に
負
け
る
と
国
民
が
奴
隷
に
さ
れ
た

り
、
国
が
殖
民
地
に
な
っ
た
り
し
て

き
た
。
日
本
が
戦
争
に
負
け
た
こ
と

で
、
民
族
の
歴
史
を
否
定
さ
れ
、
神

話
が
駆
逐
さ
れ
た
の
は
仕
方
な
い

が
、
戦
後
69
年
も
た
つ
な
ら
ば
、
そ

ろ
そ
ろ
取
り
戻
し
て
も
い
い
部
分
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
し
た
風
潮
は
東
日
本
大
震
災

を
契
機
に
変
化
し
た
。
被
災
者
が
究

極
の
困
難
の
中
で
秩
序
立
っ
て
振
る

舞
っ
た
こ
と
が
外
国
か
ら
称
賛
さ

れ
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
自
国

の
こ
と
を
知
ろ
う
と
い
う
ブ
ー
ム
が

日
本
で
起
こ
っ
た
。

　

書
店
の
品
ぞ
ろ
え
は
世
相
を
正
確

に
反
映
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
日
本

の
こ
と
を
学
べ
る
本
が
山
積
み
に
置

か
れ
、
今
で
も
そ
の
傾
向
は
続
く
。

　

ま
た
、
家
族
や
地
域
の
絆
を
考
え

る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
若
者
は
天
下

国
家
の
こ
と
よ
り
も
自
分
の
将
来
を

心
配
す
る
傾
向
が
あ
る

が
、
震
災
後
は
国
の
未

来
を
真
剣
に
憂
い
た

り
、
そ
れ
ま
で
興
味
が

な
か
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
参
加
す
る
な
ど
、

意
識
の
変
化
を
教
育
現

場
で
感
じ
た
。

　

最
近
、
外
国
か
ら
領
土
的
圧
力
が

加
え
ら
れ
た
こ
と
も
大
き
い
。
日
本

人
は
温
和
だ
が
、
北
方
領
土
、
尖
閣

諸
島
、
竹
島
と
３
カ
所
同
時
に
つ
つ

か
れ
、
は
た
と
気
付
い
た
。

　

こ
こ
２
～
３
年
で
日
本
の
こ
と
を

い
と
お
し
く
思
う
日
本
人
が
増
え
て

き
た
。
憲
法
論
議
も
タ
ブ
ー
で
は
な

く
な
っ
た
。
こ
れ
を
右
傾
化
と
呼
ぶ

人
も
い
る
が
、
憲
法
は
日
本
人
自
ら

が
日
本
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
考
え
て
語
る

こ
と
。
そ
れ
を
右
翼
と
言
っ
た
ら
よ

く
分
か
ら
な
い
話
に
な
る
。

　

民
族
の
精
神
は
三
つ
の
柱
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
自
然

観
、
死
生
観
、
歴
史
観
だ
。

　

私
た
ち
は
“
八
百
万
の
神
”
の
観

点
か
ら
、
天
地
万
物
に
霊
魂
が
宿
る

と
い
う
発
想
が
あ
る
。
初
日
の
出
を

拝
む
日
本
人
は
多
い
が
、
太
陽
を
拝

む
習
慣
は
、お
よ
そ
他
国
に
は
な
い
。

ま
た
私
た
ち
は
大
自
然
の
恵
み
を
い

た
だ
き
、
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う

感
覚
が
あ
る
。
食
事
の
前
に
「
い
た

だ
き
ま
す
」
と
い
う
の
は
「
あ
な
た

の
命
を
い
た
だ
き
ま
す
」
の
意
味
。

　

と
こ
ろ
が
欧
米
は
聖
書
で
「
神
は

自
ら
の
姿
に
似
せ
て
人
を
作
り
、
人

に
大
自
然
の
管
理
を
委
任
し
た
」
と

教
え
て
い
る
。
大
自
然
で
あ
る
太
陽

や
食
材
の
動
植
物
に
感
謝
す
る
こ
と

は
な
い
。
彼
ら
が
感
謝
す
る
の
は
宇

宙
の
外
に
い
る
唯
一
絶
対
の
神
で
、

そ
の
神
に
感
謝
し
て
食
事
を
す
る
。

　

労
働
に
対
す
る
考
え
方
も
日
本
と

欧
米
で
は
異
な
る
。
日
本
で
70
歳
、

80
歳
で
現
役
だ
と
う
ら
や
ま
し
が
ら

れ
る
が
、
欧
米
で
は
30
代
、
40
代
で

巨
額
の
富
み
を
得
て
リ
タ
イ
ア
し
、

悠
々
自
適
の
生
活
を
す
る
人
が
う
ら

や
ま
し
が
ら
れ
る
。
労
働
を
生
き
が

い
と
考
え
る
か
、
聖
書
で
い
う
“
原

罪
に
対
す
る
償
い
”
と
捉
え
る
か
。

価
値
観
が
根
本
的
に
違
う
。

　

ま
た
日
本
人
は
地
位
や
財
産
、
収

入
に
関
係
な
く
、
誰
で
も
世
の
た
め
、

人
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
考
え
て

生
き
て
い
る
。
日
本
が
経
済
大
国
に

な
っ
た
の
は
、
日
本
人
の
気
質
が
大

き
い
。
日
本
の
い
い
と
こ
ろ
に
光
を

当
て
、
若
者
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と

に
誇
り
を
感
じ
ら
れ
る
社
会
を
つ
く

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
日
本
が
嫌
い
だ
っ
た
の
か

竹田 恒泰氏（たけだ・つね
やす）明治天皇の玄孫に当
たる。慶応義塾大講師。専
門は憲法学、史学。1975
年 10 月生まれ。

震
災
と
領
土
問
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Ｈ
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