
平田篤胤の神話的思考

狂
信
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ス
ト
平
田
篤
胤
像
は
、
徐
々
に
崩
れ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
ま
だ
自
国
中
心
主
義
の
誇
大
妄
想
家
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
か
ら
必

ず
し
も
自
由
で
は
な
く
、
そ
の
言
説
に
は
い
さ
さ
か
辞
易
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
と
い
う
傾
向
は
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、

一
見
誇
大
妄
想
に
思
え
る
彼
の
言
説
に
冷
静
に
つ
き
合
い
、
こ
れ
を
近
世

後
期
に
お
け
る
「
知
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、

「
神
話
的
思
考
」
と
い
う
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
効
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
近
世
に
は
、
「
近
世
神
話
」
「
近
世
考
古
学
」
と
称
す

る
よ
う
な
何
か
が
間
違
い
な
く
存
在
し
、
ロ
シ
ア
の
南
下
に
示
さ
れ
る
西

洋
の
外
圧
を
感
じ
る
中
で
自
ら
の
生
き
る
空
間
の
意
味
を
問
い
直
し
、
再

認
識
す
る
「
知
」
の
運
動
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
天
竺
・
震
日
一
・

本
朝
の
三
極
構
造
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
西
洋
天
文
学
の
要
素
を
導
入
し
な

が
ら
神
話
の
再
構
築
が
行
わ
れ
る
。

篤
胤
は
、
そ
う
し
た
「
知
」
の
最
先
端
に
い
る
。
彼
の
再
構
築
し
た
神

話
は
、
十
八
世
紀
～
十
九
世
紀
の
人
々
を
、
天
文
、
地
誌
、
神
代
文
字
、

宗
教
、
鉱
物
、
薬
草
、
医
学
等
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
「
知
」
の
う
ね
り

平
田
篤
胤
の
神
話
的
思
考

一
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
「
知
」

特
集
・
神
話
を
考
え
る

さ
て
、
経
験
科
学
・
実
学
の
発
達
や
西
洋
天
文
学
の
流
入
と
い
う
十
八

世
紀
～
十
九
世
紀
の
時
代
状
況
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
国
学
者
に
と
っ
て
そ

う
し
た
状
況
は
、
ま
ず
記
紀
神
話
の
天
地
生
成
の
模
様
な
ど
を
図
示
し
て

の
中
に
導
く
。
だ
が
こ
れ
を
、
近
代
的
な
分
類
概
念
に
解
消
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。
分
類
を
前
提
と
し
た
百
花
練
乱
の
時
代
と
解
す
る
と
、
神
話
的

思
考
に
よ
っ
て
普
遍
・
総
合
を
め
ざ
し
た
篤
胤
の
意
味
が
み
え
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。
展
開
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
交
叉
す
る
増
墹
な

の
だ
。
鉗
墹
と
化
し
た
空
間
が
眼
前
に
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ

る
ト
ポ
ス
の
発
見
や
幽
冥
界
は
、
合
理
的
な
実
学
主
義
や
近
代
科
学
主
義

と
は
対
極
の
非
合
理
的
な
神
秘
主
義
の
次
元
に
安
住
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
西
洋
天
文
学
や
鉱
物
学
・
医
学
な
ど
と
積
極
的
に
交
叉
し
な
が

ら
、
や
や
も
す
る
と
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
化
す
る
傾
向
に
歯
止
め
を

か
け
、
事
物
や
風
景
を
神
話
的
思
考
に
よ
っ
て
統
合
す
る
の
に
大
い
に
役

立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ト
ポ
ス
の
発
見
や
幽
冥
界
は
、
細
分

化
に
陥
ら
ず
普
遍
・
総
合
を
思
考
す
る
「
知
」
の
あ
り
方
と
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

二
可
視
／
不
可
視
の
認
識
装
置

山
下
久
夫

神
話
的
思
考
の
可
能
性
ｌ
篤
胤
と
熊
楠
Ｉ
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特集・神話を考える

み
せ
る
な
ど
、
視
覚
化
へ
の
欲
求
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
服

な
か
つ
ね

部
中
庸
『
三
大
考
』
は
、
天
地
生
成
の
初
め
の
天
之
御
中
主
神
、
高
御
産

巣
日
神
、
神
産
巣
日
神
の
三
柱
神
出
現
を
第
一
図
と
し
、
天
照
大
神
の
治

め
る
「
天
」
、
皇
御
孫
命
の
治
め
る
「
地
」
、
月
読
命
の
治
め
る
「
黄
泉
」

と
が
各
々
独
立
し
た
世
界
に
な
っ
た
の
を
第
十
図
と
し
て
、
生
成
の
模
様

を
図
示
化
し
て
み
せ
た
。
中
庸
は
宣
長
の
「
古
事
記
伝
」
に
よ
っ
て
図
示

化
し
た
ま
で
だ
と
い
い
、
宣
長
も
大
い
に
気
に
入
っ
て
『
三
大
考
』
を
『
古

事
記
伝
』
十
七
巻
の
附
録
と
し
て
刊
行
し
た
。
詳
細
は
省
く
が
、
こ
の
後
、

ま
さ
と
き

い
わ
ゆ
る
『
三
大
考
』
論
争
が
起
り
、
橋
村
正
免
『
三
大
考
説
辨
』
、
本

お
お
ひ
ら

な
お
い
り

し
げ
お
か

居
大
平
『
三
大
考
辨
』
、
須
賀
直
入
「
三
大
考
追
考
』
、
植
松
茂
岳
『
天
説

辨
』
等
が
、
記
紀
神
話
を
図
示
化
す
る
こ
と
自
体
の
正
当
性
も
含
め
て
賛

た
ま
の
ま
は
し
ら

否
両
論
の
議
論
を
展
開
し
た
。
篤
胤
も
『
天
説
辨
皇
『
霊
能
真
柱
』
等

を
著
し
て
論
争
に
参
加
す
る
が
、
図
示
化
に
対
し
て
は
大
い
に
賛
同
す
る
。

こ
の
あ
た
り
の
具
体
的
な
様
相
と
展
開
は
、
金
澤
英
之
『
宣
長
と
「
三
大

考
匡
（
笠
間
書
院
、
二
○
○
五
年
刊
）
に
詳
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
記
紀
神
話
の
天
地
生
成
を
図
示
化
し
視
覚
化

す
る
「
知
」
の
欲
求
が
起
る
に
伴
な
い
、
一
つ
の
認
識
装
置
が
生
ま
れ
た
。

遠
藤
潤
『
平
田
国
学
と
近
世
社
会
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
○
八
年
刊
）
は
、

可
視
／
不
可
視
の
分
節
原
理
が
記
述
様
式
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

た
が
、
こ
の
可
視
／
不
可
視
こ
そ
新
た
な
認
識
装
置
で
あ
る
。
記
紀
神
話

の
天
地
生
成
も
、
可
視
／
不
可
視
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
る
必
要
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
宣
長
は
、
高
天
原
は
当
世
の
人
間
に
は
み
え
な
い
が
間
違

い
な
く
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
不
可
視
Ⅱ
不
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
神
々
の
世
界
に
は
言
葉
に
表
現
で
き
な
く
て
も
存
在
す
る
現

象
も
あ
る
。
記
紀
神
話
の
世
界
を
図
示
す
る
中
庸
を
支
持
し
て
も
何
の
不

思
議
も
な
い
。
す
で
に
「
古
事
記
伝
』
の
「
知
」
が
、
視
覚
化
・
言
語
化

へ
の
強
い
欲
求
を
も
っ
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
不
可
視
な
も
の
は
ど
こ

ま
で
も
残
る
。
古
事
記
の
世
界
を
で
き
る
だ
け
古
代
文
献
に
忠
実
に
解
明

せ
ん
と
し
た
人
だ
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
世
界
に
は
神
々
の
所
為
を
は
じ

め
有
限
な
る
人
智
で
は
測
り
知
れ
ぬ
不
可
思
議
な
事
柄
が
多
い
と
し
て
、

人
間
の
憶
測
を
戒
め
た
人
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
と
て
、
可
視
／
不

可
視
の
緊
張
関
係
を
維
持
し
な
が
ら
の
言
で
あ
り
、
こ
の
緊
張
関
係
に
留

ま
り
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
国
学
の
「
知
」
で
あ
っ
た
。
本
居
大
平
は
、
『
三

大
考
』
を
激
し
く
非
難
し
た
。
天
地
の
始
ま
り
の
こ
と
は
伝
え
の
な
い
こ

と
の
み
多
く
不
可
知
の
こ
と
な
の
に
、
西
洋
の
学
問
に
か
ぶ
れ
て
推
測
を

加
え
図
示
す
る
な
ど
は
『
古
事
記
伝
」
を
逸
脱
す
る
以
外
の
何
者
で
も
な

い
…
と
。
だ
が
こ
れ
は
、
『
古
事
記
伝
』
の
言
葉
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的

に
受
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
知
」
の
も
っ
て
い
た
視
覚
化
へ
の
衝

動
を
軽
視
し
た
非
難
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
安
藤
礼
二
氏

は
、
南
方
熊
楠
は
「
過
剰
に
言
語
化
さ
れ
た
も
の
」
と
「
根
底
か
ら
言
語

化
を
阻
む
も
の
」
と
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
と
強
調
し
た
が
、
ま
さ
に

国
学
の
可
視
／
不
可
視
の
認
識
装
置
は
、
言
語
化
・
視
覚
化
に
大
き
く
踏

み
出
し
な
が
ら
、
同
時
に
常
に
言
語
化
を
阻
む
不
可
視
の
要
因
と
向
き
合

う
緊
張
感
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
語
化
や
視
覚

化
は
常
に
文
献
や
図
示
に
よ
っ
て
そ
の
根
拠
を
問
わ
れ
る
が
、
不
可
視
も

ま
た
ど
う
い
う
意
味
で
不
可
視
な
の
か
、
不
可
視
の
根
拠
を
不
断
に
問
わ

れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
感
を
失
う
と
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の

『
古
事
記
伝
』
追
随
に
な
る
だ
け
だ
。

三
神
話
的
思
考
と
ト
ポ
ス
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平田篤胤の神話的思考

さ
て
、
可
視
／
不
可
視
の
認
識
装
置
は
、
ト
ポ
ス
の
問
題
と
ど
う
か
か

わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
篤
胤
の
「
知
」
の
関
心
は
、
ロ

シ
ア
の
南
下
を
は
じ
め
と
す
る
外
圧
を
感
じ
な
が
ら
自
分
を
取
り
巻
く
空

間
の
意
味
の
再
発
見
に
あ
っ
た
。
篤
胤
の
神
話
的
思
考
は
、
眼
前
の
土
地

や
光
景
、
事
物
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
わ
が
国
太
古
の
神
話
の

世
界
（
印
度
古
代
神
話
や
中
国
の
神
仙
界
、
ョ
１
ロ
ッ
パ
神
話
も
包
括
す

る
神
話
世
界
）
に
通
じ
る
回
路
を
見
出
す
。
こ
の
と
き
、
眼
前
の
事
物
や

光
景
は
、
一
応
可
視
の
世
界
と
考
え
て
よ
い
。
が
、
そ
こ
か
ら
神
仙
界
へ

通
じ
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
不
可
視
の
世
界
に
連
接
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
と
き
、
眼
前
の
事
物
は
、
分
類
概
念
の
そ
れ
を
超
え
て
、
ト
ポ
ス
と

化
す
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
神
話
的
思
考
に
よ
っ
て
、
眼
前
の
土
地
、

光
景
、
事
物
の
意
味
を
捉
え
直
し
、
ト
ポ
ス
と
し
て
再
発
見
す
る
わ
け
で

あ
る
。
眼
前
の
そ
れ
ら
を
離
れ
て
篤
胤
の
太
古
は
な
い
。

『
古
史
伝
」
二
に
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
が
国
生
み
を
開
始
す

あ
ま
の
ぬ
ほ
こ

お
の
ご
ろ
し
ま

お
お
み
わ

く
く
天
瓊
戈
を
衝
き
立
て
た
磯
駁
盧
嶋
に
関
し
、
日
向
の
国
学
者
大
神
貫

お
の
ご
ろ
し
ま

道
の
「
磯
駁
盧
嶋
日
記
』
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

マ
ヰ

大
神
貫
道
と
云
し
人
の
、
此
嶋
に
詣
で
見
て
記
せ
る
物
に
、
淡
路
州

リ

エ
ジ
マ
ヨ
プ

の
西
北
の
隅
に
在
て
、
俗
に
胞
嶋
と
呼
も
の
是
な
り
。
【
こ
は
神
代

へ

へ

紀
に
、
以
二
磯
駅
盧
嶋
一
為
し
胞
と
云
る
文
に
よ
り
て
、
唱
や
す
き
故

ノ
コ

に
、
か
く
は
呼
ふ
な
り
。
】
ま
た
瀕
能
碁
呂
嶋
て
ふ
名
も
存
れ
り
、

ナ
リ
イ
デ

イ
ク
チ
律

此
嶋
に
円
く
玉
の
如
く
涌
出
た
る
石
、
幾
千
と
云
数
を
知
ら
ず
、
其

サ
マ

ノ
ケ

ウ
チ

フ
ク

形
を
見
る
に
、
表
は
金
気
を
も
て
包
み
、
裏
に
土
砂
を
含
め
り
、
是

シ
ダ
Ｆ
ア
ラ
ケ
チ
コ

ノ
ウ
プ
ダ
ラ
ヒ

は
瓊
戈
の
滴
り
分
散
り
て
凝
り
た
る
物
な
り
、
其
外
に
産
盟
ま
た
釡

モ
ノ

オ
ノ
ヅ
カ
ラ

コ
ダ
チ

杓
子
な
ど
云
具
の
形
、
み
な
自
然
の
石
に
現
れ
、
鴫
の
風
景
、
樹
木

ナ
メ
ラ
カ

ハ

の
葉
色
、
岩
の
滑
澤
な
る
状
な
ど
、
書
に
も
書
に
も
著
し
が
た
し
、

ノ

リ

ノ

さ
て
其
地
方
に
、
鵲
搗
嶋
と
云
あ
り
、
ま
た
其
辺
に
式
な
る
石
屋
神

イ
ハ
ク
ス
ノ

ノ

ヒ
ル

社
あ
り
、
今
は
磐
樟
社
と
云
ふ
、
岩
窟
の
内
に
、
二
柱
大
神
に
、
蛭

ゴ

ノ

ノ

ノ

子
を
合
せ
祭
る
、
其
東
南
方
の
山
に
、
天
地
大
神
宮
と
云
あ
り
、
国

ノ

ノ

ノ

ノ

常
立
尊
、
伊
弊
諾
尊
・
伊
弊
再
尊
三
座
な
り
、
其
摂
社
に
、
八
十
方

サ
ト
ピ
ト

神
あ
り
、
ま
た
南
に
大
和
鴫
と
云
あ
り
、
所
人
に
問
へ
ば
、
昔
よ
り

魔
所
な
り
と
云
伝
へ
、
恐
れ
て
登
る
人
な
き
由
い
へ
り
、

明
和
七
年
（
一
七
七
○
）
刊
の
『
磯
駁
盧
嶋
日
記
」
（
大
阪
中
之
島
図

書
館
蔵
）
と
は
少
し
異
同
の
あ
る
引
用
だ
が
、
主
旨
を
損
な
う
ほ
ど
で
は

な
い
。
と
こ
ろ
で
、
神
話
的
由
来
を
語
り
な
が
ら
眼
前
の
光
景
を
顕
彰
す

る
と
い
う
あ
り
方
は
、
十
八
世
紀
後
半
～
十
九
世
紀
に
お
け
る
「
知
」
の

傾
向
と
し
て
ご
く
一
般
的
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
瀕
能
碁
呂
嶋
を
胞
嶋
と

す
る
貫
道
の
説
は
、
む
ろ
ん
浪
能
碁
呂
嶋
の
美
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
も

の
で
あ
る
。
丸
く
て
玉
の
よ
う
に
湧
出
す
る
石
に
注
目
す
る
。
貫
道
は
、

表
を
金
気
で
包
み
裏
に
土
砂
を
含
む
こ
の
石
は
、
天
瓊
戈
の
滴
り
が
分
散

し
た
痕
跡
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
は
、
天
地
生
成
の
神
話
と
関
係
づ
け
て
そ

の
意
義
を
強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
。
近
く
の
鵺
鶇
嶋
に
あ
る
磐
樟
社
の
岩

窟
や
天
地
大
神
宮
も
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
、
姪
子
を
祭
る
社
と

し
て
紹
介
さ
れ
る
。
産
盟
、
釡
杓
子
、
自
然
石
、
鴫
の
風
景
、
樹
木
の
葉

色
、
滑
澤
な
岩
の
形
状
等
を
「
書
に
も
書
に
も
著
し
が
た
し
」
と
表
現
す

る
が
、
こ
れ
は
、
地
方
の
場
所
を
神
話
的
由
来
に
よ
っ
て
顕
彰
す
る
と
い

う
、
当
時
よ
く
行
わ
れ
た
価
値
づ
け
方
で
あ
る
。

篤
胤
は
、
そ
う
し
た
地
方
文
人
の
「
知
」
を
引
用
し
な
が
ら
『
古
史
伝
」

を
綴
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
た
だ
篤
胤
の
場
合
、
神
話
的
由
来
を
以
て
そ
の

地
を
顕
彰
す
る
貫
道
と
は
、
も
っ
と
違
う
次
元
に
突
き
抜
け
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
彼
は
、
表
を
金
気
で
包
み
裏
に
土
砂
を
含
む
石
に
天
瓊
戈
の
滴
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り
が
分
散
し
た
と
い
う
由
来
を
確
認
し
た
貫
道
の
説
に
対
し
、
割
注
の
形

で
但
し
書
き
を
つ
け
る
。
「
今
云
、
こ
は
瀝
の
散
て
化
れ
る
に
は
有
べ
か

ら
ず
、
彼
御
戈
も
と
よ
り
金
気
あ
る
玉
の
質
な
る
べ
け
れ
ば
、
然
は
化
れ

モ
ハ
ラ

る
物
な
る
べ
し
」
。
実
は
『
古
史
伝
」
は
、
天
瓊
戈
を
「
鐡
気
の
純
な
る

コ
リ
ナ

物
に
て
、
金
玉
の
凝
成
れ
る
が
如
き
質
な
ら
む
」
と
考
え
て
お
り
、
磁
石

の
原
理
ま
で
援
用
し
な
が
ら
、
近
代
鉱
物
学
と
い
っ
て
も
よ
い
観
点
を
介

在
さ
せ
て
理
解
し
て
い
た
。
金
と
土
砂
の
金
剛
は
天
瓊
戈
そ
の
も
の
の
性

質
に
よ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
衝
き
立
て
た
場
所
が
搬
能
碁
呂

嶋
で
あ
り
、
今
眼
前
に
小
山
と
化
し
て
い
る
と
し
た
。
も
は
や
瀕
能
碁
呂

嶋
の
光
景
は
、
神
話
的
由
来
に
よ
る
顕
彰
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
西
洋
科

学
が
流
入
す
る
近
世
と
い
う
時
代
に
お
け
る
神
話
的
空
間
と
し
て
幻
出
さ

れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
事
実
彼
は
、
瀕
能
碁
呂
嶋
に
言
及
し
た

マ
コ
ト

ナ

こ
の
あ
た
り
の
記
述
を
ま
と
め
る
よ
う
に
、
「
信
に
こ
れ
ぞ
瓊
戈
の
化
れ

る
山
な
る
べ
き
。
今
は
淡
路
国
津
名
郡
に
属
り
と
聞
ゆ
」
と
述
べ
て
い
る
。

ノ

浪
能
碁
呂
嶋
は
今
は
淡
路
国
の
津
名
郡
に
属
す
と
し
て
も
、
篤
胤
の
み
た

の
は
、
眼
前
に
神
話
的
空
間
と
し
て
幻
出
し
た
瀕
能
碁
呂
嶋
で
あ
る
。
顕

彰
す
る
の
が
目
的
な
ら
、
ど
の
郡
に
属
す
か
否
か
が
関
心
事
だ
。
が
、
篤

胤
に
と
っ
て
は
、
所
属
云
々
よ
り
も
、
瀕
能
碁
呂
嶋
が
西
洋
天
文
学
や
鉱

物
学
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
よ
う
や
く
再
発
見
し
た
神
話
的
空
間
Ⅱ
ト
ポ

ス
だ
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
る
こ
し
た
い
こ
で
ん

さ
ら
に
、
「
赤
県
太
古
伝
』
二
に
よ
る
と
、
瀕
能
碁
呂
嶋
を
中
心
と
す

が
く
と
く

る
皇
国
は
、
宋
の
杜
光
庭
『
岳
涜
名
山
記
』
に
い
う
東
・
西
・
南
・
北
・

中
の
五
岳
の
う
ち
、
日
の
昇
る
霊
所
た
る
「
暘
谷
」
を
も
つ
「
東
岳
」
に

当
る
と
す
る
。コノイ
マ

ノ

チ

さ
て
当
今
に
現
存
す
る
所
は
、
淡
路
島
に
引
添
ひ
て
、
即
皇
国
の
中

ヒ
ノ
タ
テ
ヒ
ノ
ヨ
コ

央
な
る
が
、
北
極
の
出
地
三
十
五
度
の
所
に
当
り
て
、
日
経
日
緯
を

知
し
む
る
、
自
然
の
土
圭
に
幽
契
せ
る
を
以
て
、
此
島
（
溌
能
碁
呂

ノ

鴫
Ⅱ
筆
者
）
や
が
て
東
岳
に
て
、
地
下
の
四
柱
は
、
ま
づ
是
柱
よ
り

勺邑アハ》ン

タ
テ
-
オ
ヨ

立
始
め
て
、
次
次
に
南
西
北
に
、
立
及
ぼ
し
給
へ
る
事
と
所
知
た
り
。

西
洋
天
文
学
を
介
在
さ
せ
つ
つ
、
篤
胤
の
言
が
世
界
性
・
普
遍
性
を

求
め
る
視
座
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。
わ
が
国
の
淡
能

碁
呂
嶋
を
他
の
三
柱
に
先
立
つ
東
岳
の
柱
と
す
る
が
、
こ
れ
は
誇
大
妄
想

で
は
な
く
、
世
界
を
見
渡
せ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
視
座
を
手
に
入
れ

た
い
と
の
欲
求
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
べ
き
だ
。
篤
胤
は
ま
た
、
「
東
岳
広

桑
祖
州
」
は
溌
能
碁
呂
嶋
で
あ
る
と
明
言
し
つ
つ
、
不
老
不
死
の
薬
を
求

め
て
旅
を
し
蓬
莱
山
に
入
っ
て
憩
う
老
子
と
尹
子
の
道
程
が
、
瀬
戸
内
海

沿
岸
を
観
な
が
ら
淡
能
碁
呂
嶋
に
い
た
る
あ
た
り
を
舞
台
と
す
る
と
述
べ

た。そ
う
い
え
ば
、
篤
胤
に
あ
っ
て
は
、
北
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
を
経

じ
ゆ
つ
し
ゆ
、
う
き

て
紀
州
国
に
到
る
一
帯
は
、
「
十
州
記
」
に
み
ら
れ
る
扶
桑
国
の
各
所
に

同
定
さ
れ
て
い
た
。
世
界
的
規
模
に
通
じ
る
神
話
的
空
間
を
幻
出
す
る
の

い

た

け

そ

で
あ
る
。
『
大
扶
桑
国
考
』
を
み
る
と
よ
い
。
紀
伊
国
伊
太
祁
曾
神
社
に

祭
ら
れ
た
五
十
猛
神
、
大
屋
津
姫
命
、
抓
津
姫
命
の
三
神
が
こ
の
世
界
に

木
種
を
も
た
ら
し
た
神
々
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
樹
の
話
に
紀
伊

国
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
が
、
篤
胤
の

場
合
は
、
太
古
の
神
世
の
片
割
れ
が
残
っ
て
い
る
の
を
み
て
感
激
す
る
と

い
っ
た
次
元
を
は
る
か
に
通
り
越
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
木
が
石

と
化
し
、
赤
色
が
か
っ
た
木
が
そ
の
ま
ま
岳
と
化
す
。
か
と
思
え
ば
、
和

歌
の
浦
す
べ
て
が
楠
木
一
本
の
化
し
た
も
の
で
そ
の
根
が
海
底
に
広
く

通
っ
て
み
え
る
。
玉
津
島
神
社
の
坐
す
山
も
ま
た
、
松
の
大
木
が
立
っ
た
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ま
ま
化
し
た
山
で
、
節
や
枝
の
跡
も
そ
の
ま
ま
み
え
る
．
・
・
・
「
化
す
」

と
い
う
語
を
連
発
し
な
が
ら
、
和
歌
山
か
ら
伊
太
祁
曾
神
社
ま
で
の
参
道

を
紹
介
す
る
篤
胤
の
描
写
は
、
ほ
と
ん
ど
幻
想
的
と
い
っ
て
よ
い
。
眼
前

の
光
景
は
、
も
は
や
太
古
の
残
存
な
ど
で
は
な
く
、
海
を
も
蔽
う
大
樹
の

繁
茂
す
る
神
世
へ
と
誘
う
入
り
口
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
眼
前
の
光

景
自
体
が
、
篤
胤
流
の
「
古
学
の
眼
」
に
し
か
み
え
な
い
幻
想
空
間
な
の
だ
。

し
か
し
彼
は
、
堂
々
と
「
人
々
詣
で
見
て
知
る
べ
し
」
と
言
う
。
人
々
を

己
の
幻
想
空
間
に
た
め
ら
う
こ
と
な
く
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
彼
の
眼
は
、
ト
ポ
ス
と
し
て
の
眼
前
の
光
景
に
徹
底
的
に
こ

だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ノ

ミ

メ

グ

此
辺
見
遊
れ
る
時
は
、
若
山
の
殿
人
も
四
人
ば
か
り
伴
ひ
た
る
に
、

ノ

ノ

ノ
ヒ
ラ
イ
ハ

ノ

ユエ

此
山
は
松
木
ぞ
、
和
歌
浦
の
平
石
こ
そ
楠
木
な
れ
と
、
木
国
ち
ふ
由

ヨ
シ

ウ
ク

リ

ウ
ケ

リ

縁
な
ど
語
る
に
、
信
る
人
も
有
し
か
ど
、
信
ざ
る
人
も
有
け
り
。
然

ノ

キ
ャ
ラ
ポ
ク

ソ

れ
ど
国
人
も
此
山
を
、
伽
羅
木
と
ぞ
云
ふ
な
る
。
其
は
そ
の
木
の
さ

カ

ク

ノ

ま
に
も
似
た
れ
ば
な
り
。
斯
て
此
辺
の
海
を
見
て
、
十
洲
記
に
碧
海

ク

リ

と
は
能
し
も
云
へ
り
と
、
始
め
て
知
た
り
き
。
其
は
、
海
底
は
一
面

ソ
レ

に
青
き
木
化
石
な
る
故
に
、
其
が
映
じ
て
水
面
の
碧
色
な
る
也
け
り
。

篤
胤
の
ト
ポ
ス
は
、
可
視
／
不
可
視
、
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
の
境
界

線
が
常
に
見
え
隠
れ
す
る
と
こ
ろ
で
展
開
す
る
。
ま
た
、
地
元
人
の
「
伽

羅
木
山
」
と
い
う
梵
語
的
な
呼
称
に
ト
ポ
ス
を
感
じ
て
反
応
す
る
。
そ
し

て
何
よ
り
も
、
『
十
洲
記
」
の
「
碧
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
眼
前
の
光
景
に

投
影
し
、
一
面
青
い
木
化
石
の
蔽
う
紀
伊
国
の
海
底
、
そ
の
海
底
か
ら
の

反
映
に
よ
る
紺
碧
色
の
水
面
と
い
っ
た
、
山
と
海
と
が
一
体
と
な
っ
た
よ

う
な
幻
想
空
間
を
創
出
す
る
パ
ワ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
国
の

神
仙
界
に
も
通
じ
る
神
話
伝
承
の
記
憶
さ
れ
た
ト
ポ
ス
が
、
く
っ
き
り
と

篤
胤
は
、
死
後
人
間
の
魂
は
皆
「
黄
泉
国
」
へ
赴
く
と
い
う
宣
長
の
説

を
批
判
し
、
「
此
国
土
の
人
の
死
て
、
そ
の
魂
の
行
方
は
、
何
処
ぞ
と
云

ふ
に
、
常
磐
に
こ
の
国
土
に
居
る
こ
と
、
古
伝
の
趣
と
、
今
の
現
の
事
実

と
を
考
わ
た
し
て
、
明
に
知
ら
る
れ
ど
も
、
．
：
」
含
霊
能
真
柱
』
下
）

と
、
あ
く
ま
で
こ
の
国
土
に
留
ま
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
現
世
か
ら
幽
冥

界
は
不
可
視
だ
が
、
幽
冥
界
か
ら
は
現
世
は
よ
く
み
え
る
と
し
、
こ
れ
も

古
今
の
事
実
に
鑑
み
れ
ば
明
ら
か
だ
と
す
る
。
篤
胤
に
い
わ
せ
れ
ば
、
幽

冥
界
が
不
可
視
だ
か
ら
存
在
し
な
い
と
思
う
の
は
間
違
い
で
、
そ
こ
は
現

世
と
同
じ
く
衣
食
住
備
わ
っ
た
世
界
で
あ
る
。
実
際
、
ま
れ
に
現
身
な
が

ら
に
幽
冥
に
往
還
せ
る
者
も
あ
る
と
い
う
。

経
験
科
学
や
実
学
の
発
達
、
西
洋
天
文
学
の
流
入
で
の
実
体
化
・
領
域

化
が
進
む
趨
勢
に
お
い
て
、
篤
胤
の
神
話
的
思
考
が
領
域
の
暖
昧
な
と
こ

ろ
、
可
視
／
不
可
視
の
緊
張
関
係
に
こ
だ
わ
る
視
座
を
維
持
し
続
け
て
い

る
点
に
注
目
し
た
い
。
人
間
が
死
後
赴
く
と
さ
れ
る
幽
冥
界
も
、
不
可
視

に
は
違
い
な
い
が
、
不
可
視
で
あ
る
こ
と
に
安
住
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
古
今
の
文
献
の
記
載
事
項
と
照
合
し
解
釈
を
加
え
つ
つ
、
幽
冥
界
の

様
相
を
知
ろ
う
と
す
る
。
安
易
な
実
体
化
も
不
可
視
へ
の
居
直
り
も
拒
否

し
、
可
視
／
不
可
視
の
緊
張
関
係
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
。

浮
か
び
上
が
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
篤
胤
の
誇
大
妄
想
と
も
思
わ
れ
か
ね
な
い
神
世
像

は
、
必
ず
眼
前
の
光
景
へ
の
言
及
と
不
可
分
の
形
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
む
し
ろ
、
後
者
に
ト
ポ
ス
を
発
見
す
る
こ
と
が
神
世
像
の
強

い
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

四
幽
冥
界
の
問
題
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淵創刊肌州削艸劉卿馴削淵馴判り誠釧淵即刻醐勵剃刺引馴洲出、因

むく

に
瓢
の
酒
に
功
能
あ
る
由
を
説
け
る
を
寅
吉
も
聞
き
居
て
、
宜
し
こ
そ
山

ひ
さ
ご

に
て
も
瓠
に
酒
を
入
れ
、
ま
た
盃
に
も
椀
に
も
作
る
、
猩
々
の
酒
を
飲
む

事
を
見
た
る
事
あ
り
し
か
と
問
へ
ば
」
等
々
。
幽
冥
界
の
不
可
思
議
さ
に

驚
く
と
い
う
よ
り
も
、
こ
ち
ら
側
の
習
俗
と
の
比
較
、
古
文
献
に
記
載
さ

れ
て
い
る
事
項
と
の
関
連
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

可
視
／
不
可
視
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
幽
冥
界
は
常
に
そ
の
根
拠
を
問
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
際
、
古
文
献
と
の
照
合
は
、
幽
冥
界
の
根
拠
を
問
う
た

め
の
「
技
」
の
意
味
を
も
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
「
技
」
こ
そ
が
、
篤

胤
の
「
知
」
に
と
っ
て
重
要
だ
。

篤
胤
以
降
、
諸
学
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
化
に
伴
な
い
、
幽
冥
界

も
ま
た
実
体
化
の
欲
求
に
さ
ら
さ
れ
た
。
往
還
し
た
者
の
体
験
談
も
含
め
、

幽
冥
界
の
構
造
が
こ
と
細
か
に
説
明
・
図
示
さ
れ
る
。
が
、
い
か
に
詳
細

に
描
か
れ
よ
う
と
、
可
視
／
不
可
視
の
緊
張
関
係
に
こ
だ
わ
る
篤
胤
の
視

座
、
幽
冥
界
を
な
ぜ
究
明
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
か
と
い
っ
た
問
い
か

け
が
、
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
篤
胤
の
め
ざ
し
た
神
話
的
思
考
に

よ
る
普
遍
化
・
総
合
化
は
、
急
速
な
近
代
化
に
伴
な
う
分
類
概
念
と
実
体

『
仙
境
異
聞
』
上
二
之
巻
に
お
い
て
、
仙
童
寅
吉
に
執
勧
に
問
を
発
す

る
篤
胤
を
み
よ
。
「
問
ふ
て
云
は
く
、
柚
刷
楜
鯏
矧
謝
Ⅵ
田
刻
副
馴
側
割
引

神
に
も
奉
り
、
古
き
神
楽
の
歌
に
も
、
「
此
の
杖
は
我
が
に
は
非
ず
と
山ヤ

人
の
、
千
歳
を
祈
り
切
れ
る
御
杖
ぞ
」
と
も
有
り
て
、
山
人
も
杖
を
ぱ
止

ゴ
ト

ノ
リ
ト
ゴ
ト

事
な
き
物
に
し
て
、
祝
言
し
つ
魁
切
る
に
や
と
思
ふ
を
、
い
か
に
杖
は
用

ひ
ざ
る
か
」
「
問
ふ
て
云
は
く
、
毎
年
の
十
月
に
は
出
雲
の
大
社
へ
、
大

小
の
神
祇
悉
く
集
ま
り
給
ふ
と
云
ふ
こ
と
あ
り
。
彼
の
境
に
て
も
云
ふ
説

な
る
か
」
「
門
人
ど
も
に
、

今
叩
の
，
水
の
純

口
蜘
蜘
劃
剥
幽
。
凡
て
か
か
る
法
ど
も
は
皆
仏
法
よ
り
出
た
る
事
に

て
、
宜
く
も
あ
ら
ぬ
事
な
れ
ど
仕
来
り
の
ま
ま
に
彼
方
に
て
は
行
ふ

事也。・・・」（『嘉津問答問」）

つ
ま
り
、
幽
冥
界
を
信
仰
し
た
り
「
加
持
究
禁
」
に
の
め
り
込
む
よ
う
な
、

狭
い
意
味
で
の
宗
教
的
実
践
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
火
熱

は
熱
き
が
よ
し
、
水
は
冷
な
る
物
と
い
う
経
験
科
学
の
位
相
を
無
視
し
た

り
は
し
な
い
。
篤
胤
の
「
知
」
が
寅
吉
に
聞
き
た
か
っ
た
の
は
、
古
文
献

の
記
載
と
の
照
合
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
幽
冥
界
の
こ
と
で
あ
り
、
安
っ

ぽ
い
「
加
持
光
禁
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

化
の
浸
透
に
よ
り
、
忘
却
の
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
と

な
る
と
、
篤
胤
の
志
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
話
題
に
な
っ
た
南
方
熊
楠
、

柳
田
國
男
、
折
口
信
夫
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
ひ
と
つ
、
篤
胤
の
「
知
」
が
陥
る
ま
い
と
警
戒
し
た
傾
向
を
あ
げ
て

おこう。寅
吉
又
云
、
「
か
く
い
ひ
て
は
悪
け
れ
ど
、
天
狗
を
信
仰
す
る
も
宜

し
か
ら
ぬ
事
也
。
其
は
此
の
先
生
（
篤
胤
）
の
言
に
、
「
火
の
行
、

熱
湯
の
行
な
ど
も
天
狗
の
方
に
て
は
何
ぞ
故
あ
り
て
為
事
な
る
べ
け

れ
ど
、
我
心
に
は
加
持
し
て
其
熱
を
お
さ
へ
て
行
ふ
上
は
神
通
と
い

ふ
に
足
ら
ず
。
火
熱
湯
は
熱
か
る
べ
き
物
な
れ
ば
熱
き
が
よ
し
。
水

は
冷
な
る
べ
き
物
な
れ
ば
冷
な
る
が
よ
し
。
こ
れ
人
の
信
の
道
と
思

ふ
故
に
、
淵
州
割
劉
刈
旧
制
封
制
割
測
り
剥
刷
削
剥
剖
劉
川
淵
判
型
劉
剣
州
田

ご
と
な
ど
一
事
だ
に
習
は
む
と
思
は
ず
』
と
い
は
れ
た
り
。
こ

-３６-


