
「トポス」 への転換

昨
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
平
田
篤
胤
に
お
け
る
神
話
的

思
考
の
可
能
性
を
考
え
て
み
た
。
一
見
誇
大
妄
想
に
み
え
る
篤
胤
の
言
説

を
、
近
世
後
期
の
「
知
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
き
、
「
神
話
的
思
考
」

と
い
う
概
念
は
極
め
て
有
効
で
あ
る
。
篤
胤
の
生
き
た
十
八
世
紀
～
十
九

世
紀
に
は
、
世
界
認
識
の
構
造
に
大
き
な
変
容
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天

竺
・
震
旦
・
本
朝
の
三
極
構
造
の
崩
壊
、
経
験
科
学
の
発
達
、
西
洋
天
文
・

地
理
学
の
流
入
で
あ
る
。
新
た
な
要
素
を
導
入
し
な
が
ら
の
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
た
。
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
の
中
に
導
く
。
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
交
叉
す
る
垳
墹
と
化
し

た
空
間
が
眼
前
に
広
が
っ
て
い
る
。

今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
ト
ポ
ス
」
の
問
題
も
、
む
ろ
ん
右
の
よ
う
な

神
話
的
思
考
の
可
能
性
を
追
及
す
る
文
脈
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

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
と
し
て
捉
え
ら

「
ト
ポ
ス
」
へ
の
転
換
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踏
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ま
ず
話
は
、
近
世
人
に
と
っ
て
歌
枕
や
伝
承
・
伝
説
を
も
つ
土
地
を
実

地
踏
査
し
よ
う
と
す
る
「
知
」
の
欲
求
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
世
ま
で
の
歌
人
の
理
想
で
あ
っ
た
「
居
な
が
ら
名
勝
を
知
る
」
あ
り
方

が
転
倒
さ
れ
る
。
元
禄
の
契
沖
は
、
「
名
所
を
よ
ま
ん
と
思
は
Ｆ
、
先
五

畿
七
道
を
能
わ
か
ち
、
一
道
の
中
に
も
国
々
の
東
西
等
を
わ
き
ま
へ
、
一

国
の
中
に
ま
た
郡
々
の
方
隅
を
分
ち
て
知
く
し
。
」
（
「
勝
地
通
考
目
録
ご

と
述
べ
、
名
所
旧
跡
を
詠
む
に
は
実
際
の
地
理
や
方
角
へ
の
通
暁
が
条
件

と
さ
れ
た
。
松
尾
芭
蕉
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
も
東
北
の
歌
枕
の
地
を

確
認
す
る
に
余
念
な
い
が
、
芭
蕉
の
よ
う
な
旅
人
を
迎
え
る
藩
の
文
化
政

（１）

策
と
し
て
も
、
名
所
・
旧
跡
の
保
護
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
篤
胤
の

登
場
す
る
十
八
世
紀
～
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
文
人
た
ち
の
旅
が
ま
す
ま

す
盛
ん
に
な
り
、
歌
枕
の
み
な
ら
ず
神
話
・
伝
承
を
も
つ
土
地
へ
の
実
地

お
お
み
わ

踏
査
も
強
く
叫
ば
れ
る
。
篤
胤
の
『
古
史
伝
』
に
引
用
さ
れ
る
大
神
貫
道

お
の
ど
ろ
し
ま
に
き

（
日
向
の
文
人
）
「
椴
駁
盧
嶋
日
記
』
「
附
言
」
（
明
和
七
年
、
一
七
七
○
刊
）

は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

れ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

二
近
世
的
「
ト
ポ
ス
」
発
生
の
土
壌

山
下
久
夫

物
と
ト
ポ
ス
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惣
じ
て
神
代
諸
註
解
を
読
に
、
淡
路
日
向
出
雲
等
神
代
の
通
を
遍
歴

し
て
事
迩
を
尋
ね
吟
味
し
た
る
人
に
あ
ら
ず
。
只
畳
の
上
の
了
簡
書

物
ば
か
り
の
取
り
沙
汰
の
み
に
し
て
、
地
理
を
弁
へ
神
世
の
遺
事
迩

を
拝
謁
し
た
る
人
な
し
。
諺
に
歌
人
は
居
な
が
ら
名
勝
を
知
る
と
云

へ
ど
も
、
実
は
其
地
其
場
に
到
ら
ず
し
て
は
物
の
感
情
あ
る
べ
か
ら

ず
。
其
境
に
到
り
て
直
に
耳
目
に
触
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
心
神
に
徹

蕩
し
て
言
語
に
伝
ふ
く
か
ら
ざ
る
の
妙
所
あ
り
。
実
学
の
志
あ
ら
ば
、

遍
歴
し
て
神
通
を
拝
謁
し
て
古
書
を
読
む
べ
し
。

歌
枕
に
し
る
神
話
的
な
由
来
の
あ
る
地
に
し
ろ
、
実
地
踏
査
の
必
要
性

を
説
く
。
実
地
踏
査
を
通
し
て
湧
き
上
が
る
何
か
に
歌
や
神
話
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
世
社
会
の
ご
く
一
般
的
な
傾
向
な

の
だ
が
、
篤
胤
の
時
代
に
な
る
と
、
記
紀
神
話
の
地
名
の
実
地
検
証
を
通

し
て
在
地
の
文
人
が
自
ら
の
空
間
価
値
を
再
認
識
し
、
そ
れ
を
全
国
に
向

け
て
顕
彰
す
る
欲
求
を
顕
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ぬ
し
ま

○
按
ず
る
に
、
を
の
こ
る
し
ま
は
沼
嶋
な
る
べ
し
。
予
か
つ
て
沼
嶋
に

遊
び
て
そ
の
地
を
歴
覧
す
る
に
、
広
平
の
所
に
深
き
泥
の
沼
あ
り
。

そ
の
沼
今
田
と
な
れ
り
。
（
中
略
）
沼
あ
る
に
よ
り
て
沼
嶋
と
云
ふ
に

や
と
。
熟
お
も
ふ
に
然
ら
ず
。
神
代
巻
に
所
認
磯
駁
盧
島
は
、
こ
の

沼
嶋
の
事
な
り
。
ぬ
ほ
こ
の
滴
り
こ
り
て
一
鴫
と
な
る
、
こ
れ
を
を

の
こ
ろ
し
ま
と
い
ふ
と
あ
る
に
付
き
て
、
ぬ
ほ
こ
の
し
ま
と
い
ふ
べ

あ
わ
じ
と
き
わ

き
を
は
ぶ
き
て
ぬ
し
ま
と
い
ふ
な
る
べ
し
。
（
仲
野
安
雄
『
淡
路
常
盤

ぐ
さ草

拾
遺
』
八
、
享
保
十
五
年
、
一
七
三
○
成
、
大
阪
中
之
島
図
書
館
蔵
）

○
古
事
記
な
る
速
吸
門
も
、
日
本
紀
な
る
速
吸
名
門
も
、
万
葉
集
な
る

せ
ど

隼
人
乃
猯
門
も
、
名
は
こ
と
な
れ
ど
ひ
と
つ
所
に
し
て
、
我
豊
國
の
な
お
か
い

企
救
の
郡
な
る
速
戸
の
事
な
る
こ
と
、
あ
き
ら
け
し
（
西
田
直
養

は
や
す
い
な
ど
こ
う

『
速
吸
門
考
』
天
保
二
年
、
一
八
三
一
成
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）

仲
野
安
雄
は
淡
路
の
文
人
、
磯
駁
盧
島
Ⅱ
沼
嶋
を
主
張
し
、
実
地
に
踏

査
し
た
眼
前
の
地
が
神
話
的
由
来
を
持
つ
地
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

西
田
直
養
は
豊
後
国
の
文
人
で
あ
る
。
記
紀
や
万
葉
集
に
載
る
速
吸
門
Ⅱ

き
く
ご
お
り

速
吸
名
門
Ⅱ
隼
人
乃
猯
門
が
豊
後
国
企
救
郡
の
「
速
戸
」
を
指
す
と
主

張
す
る
。
い
ず
れ
も
、
在
地
の
文
人
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
住
む
空
間
の

価
値
の
再
発
見
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
篤
胤
は
、
こ
う
し
た

神
話
的
由
来
語
り
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
な
が
ら
自
ら
の
「
古
史
伝
」
を

記
述
す
る
。
そ
の
記
述
行
為
は
、
ま
さ
に
在
地
文
人
の
要
請
に
応
え
る
意

味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
辺
境
に
足
を
伸
ば
す
文
人
た
ち
を
掻
き
立
て
た
の
は
、
文
献
上

で
だ
け
し
か
知
ら
な
か
っ
た
事
柄
が
か
え
っ
て
地
方
や
辺
境
に
残
っ
て
い

る
と
い
う
、
一
種
の
辺
境
へ
の
ロ
マ
ン
的
な
視
線
で
あ
っ
た
。
伊
勢
に
生

な
ん
け
い

ま
れ
京
都
で
医
業
を
営
ん
で
い
た
橘
南
諮
（
一
七
五
三
～
一
八
○
五
）
の
「
東

遊
記
鬘
西
遊
記
」
に
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
要
素
の
濃
い
旅
の
記
事
が
載
る
。

旅
は
、
天
明
二
年
（
一
七
八
三
か
ら
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
足
か
け

七
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
『
西
遊
記
』
巻
之
五
に
は
、
伊
邪
那
岐
・
伊

邪
那
美
二
神
が
国
生
み
の
と
き
に
用
い
た
「
天
の
逆
鉾
」
が
日
向
・
薩
摩
・

大
隈
の
見
渡
せ
る
霧
島
山
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
を
聞
き
、
危
険
な
山

道
を
最
後
は
独
り
で
登
り
切
っ
て
実
見
し
た
感
慨
を
記
し
て
い
る
。

○
今
に
至
り
其
ま
ま
に
此
山
の
絶
頂
に
た
ち
て
有
る
を
、
天
の
逆
鉾
と

い
ふ
。
誠
に
神
代
の
旧
物
に
し
て
、
奇
絶
の
品
又
外
に
是
を
比
す
べ

き
も
の
な
し
。

○
只
い
き
を
限
り
に
登
る
程
に
、
つ
ひ
に
絶
頂
に
い
た
れ
り
。
絶
頂
は

尖
り
て
、
緩
か
の
地
面
に
天
の
逆
鉾
あ
り
。
是
を
見
得
し
と
き
の
う
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れ
し
さ
何
に
た
と
へ
ん
。

○
神
代
の
旧
物
な
り
や
、
其
程
は
し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
実
に
三
百
年

五
百
年
位
の
近
き
も
の
と
は
見
え
ず
、
天
下
の
奇
品
な
り
。

も
っ
と
も
、
「
天
の
逆
鉾
」
が
実
際
に
南
諮
の
感
動
し
た
と
お
り
の
絶

品
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
こ
の
際
少
し
も
重
要
で
な
い
。
ま
た
、
南
諮
自

身
の
主
観
的
な
感
動
に
も
、
必
ず
し
も
捕
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
。
南
諮

、

、

、

、

、

、

が
神
話
的
由
来
と
結
び
つ
け
て
右
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
、
と
い
う
点

が
重
要
な
で
あ
る
。
南
諮
は
、
お
そ
ら
く
上
方
や
江
戸
の
文
人
た
ち
を
読

者
に
想
定
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た
記
述
が
、
都
会
の
文
人

た
ち
の
「
知
」
の
欲
求
に
訴
え
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
だ
。
古
文

献
の
記
事
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
太
古
、
そ
の
痕
跡
を
眼
前
に
し
た
こ
と

に
感
激
す
る
〈
知
〉
の
中
に
い
る
文
人
た
ち
、
彼
ら
の
好
奇
心
を
く
す
ぐ

る
記
述
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
ま
た
、
引
用
箇
所
の
前
を
み
る
と
、

地
元
の
人
た
ち
も
、
神
話
時
代
の
遺
物
と
し
て
崇
め
て
い
た
よ
う
だ
。
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
『
東
遊
記
』
「
西
遊
記
」
に
紹
介
さ
れ
れ
ば
、
地

元
の
宣
伝
に
も
大
い
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
全
国
に
名
乗
り
を
あ
げ
た
い
地

元
の
要
請
に
も
応
え
た
記
述
だ
。

め
い
げ
つ

篤
胤
と
か
か
わ
る
例
と
し
て
は
、
僧
明
月
「
扶
桑
樹
伝
』
（
寛
政
六
年
、

一
七
九
四
刊
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
明
月
は
伊
予
国
出
身
の
僧
だ
が
、
南
諮

は
長
崎
の
宿
屋
で
明
月
に
会
い
、
扶
桑
木
の
話
を
聞
く
機
会
に
恵
ま
れ
て

い
る
。
僧
明
月
は
、
「
扶
桑
樹
伝
」
を
刊
行
し
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ている。我
郷
に
扶
桑
樹
あ
り
。
而
し
て
地
僻
に
人
質
に
し
て
、
世
々
未
だ
こ
れ

を
伝
へ
ず
。
豈
遺
憾
な
ら
ん
や
。
客
歳
余
南
遊
し
て
海
上
の
諸
岨
に
登

つ公らつ《わ

り
、
以
て
扶
桑
樹
の
旧
跡
を
藥
見
す
。
（
中
略
）
余
熟
こ
れ
を
視
る

に
こ
と
ご
と
く
是
れ
木
の
石
に
化
す
る
も
の
な
り
。
故
に
縦
横
木
理
備

に
存
す
。
そ
の
焦
て
埋
も
れ
た
る
も
の
、
今
見
る
に
伊
予
喜
多
二
郡
の

山
数
十
里
に
在
り
。
（
中
略
）
古
へ
扶
桑
樹
を
称
す
。
余
実
に
こ
れ
を

観
る
。
聞
く
ま
ま
に
こ
れ
を
伝
ふ
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
（
原
漢
文
）
。

明
月
は
、
南
難
に
日
本
の
太
古
を
覆
っ
た
扶
桑
樹
の
朽
木
を
み
せ
、
こ

れ
を
『
扶
桑
樹
伝
」
と
と
も
に
唐
土
に
送
り
た
い
と
い
っ
た
と
い
う
。
そ

れ
ら
を
み
た
南
諮
は
、
自
ら
も
実
見
す
べ
く
伊
予
国
に
赴
い
た
。

其
扶
桑
木
の
あ
り
し
地
は
、
伊
予
郡
、
喜
多
郡
の
二
郡
に
根
は
ぴ
こ

れ
り
と
ぞ
。
城
下
に
て
も
此
木
の
事
を
め
で
問
ひ
け
れ
ば
、
吉
田
久

太
夫
と
い
ふ
人
よ
り
、
此
木
に
て
作
れ
る
硯
の
大
き
さ
壱
尺
余
な
る

一』

を
恵
ま
る
。
其
外
小
さ
き
切
は
し
数
々
乞
ひ
得
て
帰
り
ぬ
。
誠
に
長

め
づ
ら
し
き

崎
に
て
明
月
上
人
に
聞
き
し
に
違
は
ず
、
世
に
は
か
か
る
珍
敷
物

も
あ
り
け
り
。
古
き
も
の
の
か
ぎ
り
と
い
ふ
く
し
。
諸
書
に
伝
へ
た

る
扶
桑
木
の
大
き
さ
、
誠
と
も
思
は
ざ
り
し
に
今
ま
の
あ
た
り
其
根

の
残
り
、
其
枝
の
海
底
に
い
ち
じ
る
し
き
を
み
れ
ば
、
そ
ら
ご
と
と

も
い
ふ
べ
か
ら
ず
（
「
西
遊
記
』
続
編
巻
之
一
）
。

こ
れ
ま
た
、
文
献
で
し
か
想
像
で
き
な
い
太
古
の
痕
跡
を
実
見
で
き
る

と
い
う
、
近
世
後
期
の
「
知
」
の
欲
求
に
叶
っ
た
記
述
で
あ
る
。
痕
跡
で

あ
る
朽
木
の
切
れ
端
を
持
ち
帰
り
都
の
文
人
た
ち
に
ご
披
露
す
る
南
諮
、

こ
の
文
人
と
し
て
の
誇
り
は
わ
た
し
た
ち
の
想
像
以
上
の
も
の
だ
っ
た
に

違いない。

篤
胤
の
神
話
的
思
考
に
お
け
る
ト
ポ
ス
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず

こ
の
よ
う
な
十
八
世
紀
～
十
九
世
紀
の
「
知
」
の
傾
向
を
踏
ま
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
実
際
、
篤
胤
自
身
も
、
『
大
扶
桑
国
考
』
下
巻
で

明
月
の
「
扶
桑
樹
伝
」
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
引
用
は
、
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篤
胤
は
、
東
方
朔
の
撰
と
伝
え
ら
れ
る
『
十
洲
記
』
を
神
仙
に
関
す
る

見
聞
を
集
め
た
書
と
し
て
注
目
し
た
が
、
こ
の
中
国
道
教
の
文
献
に
わ
が

国
の
神
世
の
様
相
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
「
東
方
朔
十

洲記二云。扶桑ハ在。東海之東岸ヨリー万里一。東二復タ有。碧海一・（中

略）多一材木一・葉皆如陸桑ノ。又タ有訓椹樹一・長キ者数千丈。太サ

ニ
千
余
園
。
樹
両
々
同
根
ニ
シ
テ
。
偶
生
更
二
相
上
依
椅
ス
。
是
ヲ
以
テ
名
シ
扶

桑
寸
（
後
略
）
」
。
『
大
扶
桑
国
考
』
下
巻
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
「
十
洲
記
』

扶
桑
国
の
記
事
を
紹
介
す
る
篤
胤
は
、
「
此
は
神
倦
の
古
説
に
て
、
我
が

神
州
の
神
世
の
有
状
を
伝
へ
し
説
な
れ
ば
、
古
学
の
古
眼
を
も
て
見
る
べ

し
」
と
、
『
十
洲
記
』
か
ら
大
樹
に
覆
わ
れ
た
わ
が
国
の
神
世
像
を
導
き

出
そ
う
と
す
る
。
中
国
道
教
の
記
事
を
わ
が
国
の
神
世
に
同
定
す
る
や
り

方
は
、
し
ば
し
ば
誇
大
妄
想
と
し
て
評
判
は
よ
く
な
い
が
、
次
の
よ
う
な

言
に
は
十
分
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ソ

レ

二

ま
た
皇
国
の
古
へ
に
、
桑
椹
の
木
と
は
言
は
れ
ど
、
其
に
類
た
る
諸

大
樹
の
有
り
し
こ
と
は
、
古
書
ど
も
に
昭
々
と
し
て
、
今
現
に
そ
の

ウ
モ
レ
ギ

サ

埋
木
の
出
る
を
見
る
は
更
に
も
云
ハ
ず
、
其
大
樹
ど
も
の
然
な
が

ク
サ
キ
ョ
ロ

ム

イ

ハ

ホ

ナ

ら
草
木
甲
ひ
て
山
と
成
り
、
苔
生
し
て
巌
と
化
り
て
存
す
る
を
、

人
は
し
か
知
ら
ず
と
有
り
け
る
。

篤
胤
の
い
う
「
古
学
の
眼
」
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
大
樹
に
覆
わ
れ
た

わ
が
国
神
世
の
様
相
が
み
え
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
誇
大
妄
想
と
い
う
前

に
、
彼
の
目
が
眼
前
の
光
景
に
向
い
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

、

、

い
。
む
し
ろ
、
こ
の
点
こ
そ
重
要
な
の
だ
。
今
も
埋
も
れ
木
が
あ
り
、
大

篤
胤
に
お
け
る
ト
ポ
ス
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

三
神
話
的
空
間
Ⅱ
ト
ポ
ス
の
創
造

こ

け

む

い

は

ほ

樹
の
上
に
草
木
が
生
え
て
山
と
化
し
て
い
る
。
苔
生
し
て
巌
と
な
る
形

、

、

、

で
、
太
古
が
眼
前
に
名
残
を
留
め
て
い
る
。
い
や
、
名
残
と
い
う
よ
り
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

神
世
の
様
相
が
眼
前
に
幻
出
し
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
神
世
像
の

誇
大
妄
想
癖
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
り
、
眼
前
の
光
景
を
神
世
に
通
じ
る
入
り

口
・
媒
体
と
み
て
い
る
篤
胤
に
注
目
す
る
べ
き
だ
。
い
わ
ば
、
ト
ポ
ス
と

し
て
の
空
間
を
再
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
神
世
に
通
じ
る
ト
ポ
ス
を
求
め
て
情
報
収
集
に
努
め
、
『
古
史
伝
』

に
記
載
し
た
。
明
月
の
『
扶
桑
樹
伝
』
も
、
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
引

用
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
彼
に
は
、
南
諮
の
よ
う
な
傾
倒
は
み
ら
れ
な
い
。

『
扶
桑
樹
伝
」
は
妄
段
が
多
い
と
し
て
、
明
月
の
示
す
扶
桑
樹
な
る
も
の
を

必
ず
し
も
信
じ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
木
に
言
及
し
て
い
る

こ
と
に
と
も
か
く
興
味
を
抱
き
、
「
古
史
伝
』
に
採
っ
た
ら
し
い
。
地
元
人

に
よ
る
扶
桑
樹
の
記
載
が
、
篤
胤
に
は
情
報
源
と
し
て
欲
し
か
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
篤
胤
に
あ
っ
て
は
、
南
諮
と
は
違
い
、
眼
前
の
木
が
単
な

る
神
世
の
痕
跡
た
る
を
越
え
て
、
大
樹
の
生
い
茂
っ
た
神
世
へ
と
通
じ
、

太
古
の
神
世
を
眼
前
に
呼
び
起
こ
す
媒
体
と
し
て
積
極
的
な
意
義
を
帯
び

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
、
ト
ポ
ス
ヘ
の
転
換
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

浪
能
碁
呂
嶋
、
天
瓊
戈
に
関
し
て
も
、
同
様
の
転
換
を
指
摘
で
き
よ
う
。

大
神
貫
道
や
仲
野
安
雄
等
の
地
元
顕
彰
を
巧
み
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、
神

話
的
空
間
を
眼
前
に
幻
出
し
ト
ポ
ス
を
創
造
し
て
い
く
。
前
号
の
『
古
代

文
学
』
で
も
述
べ
た
が
、
日
向
の
文
人
大
神
貫
道
は
、
記
紀
神
話
の
痕
跡

を
眼
前
の
瀕
能
碁
呂
嶋
に
み
よ
う
と
意
欲
を
燃
や
す
。
槻
能
碁
呂
嶋
は
眼

え
し
ま

前
の
胞
嶋
だ
と
し
、
そ
こ
に
丸
く
て
玉
の
よ
う
に
涌
出
す
る
石
の
美
し
さ

あ
ま
の
ぬ
ほ
こ

に
目
を
つ
け
る
。
表
を
金
気
で
包
み
裏
に
土
砂
を
含
む
石
に
天
瓊
戈
の

滴
り
が
分
散
し
た
痕
跡
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
話
的
由
来
確
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認
が
、
在
地
の
文
化
的
価
値
の
顕
彰
に
つ
な
が
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

篤
胤
は
、
『
古
史
伝
』
二
に
お
い
て
、
貫
道
説
を
引
用
し
つ
つ
も
、
「
今

・ン々
〃ず叩〃

云
、
こ
は
瀝
の
散
て
化
れ
る
に
は
有
ル
ベ
か
ら
ず
、
彼
御
戈
も
と
よ
り

金
ノ
気
あ
る
玉
の
質
な
る
べ
け
れ
ば
、
然
は
化
れ
る
物
な
る
べ
し
」
「
（
天

モ
ハ
ラ

コ
リ
ナ

瓊
戈
は
）
鐡
気
の
純
な
る
物
に
て
、
金
玉
の
凝
成
れ
る
が
如
き
質
な
ら
む
」

と
、
但
し
書
き
の
注
釈
を
加
え
る
。
こ
こ
に
は
、
西
洋
の
磁
石
原
理
を
応

用
し
た
鉱
物
学
の
観
点
を
介
在
さ
せ
て
神
話
の
天
瓊
戈
を
捉
え
よ
う
と
す

る
意
識
が
あ
る
。
近
代
的
な
鉱
物
学
と
向
き
合
い
つ
つ
神
話
的
思
考
の
意

味
を
考
え
る
「
知
」
が
う
か
が
え
る
。
在
地
の
文
化
的
価
値
を
顕
彰
す
る

レ
ベ
ル
で
は
な
い
。

此
二
柱
ノ
（
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
）
神
の
御
世
過
キ
て
後
ノ
世
に
、

オ

ノ

ゴ

ロ

か
の
天
之
御
柱
と
見
立
給
へ
る
瓊
戈
は
、
瀕
能
碁
呂
嶋
に
立
チ
た
る

ナ

モ
ヤ
マ

ま
、
に
、
小
山
に
化
れ
る
由
な
り
。
其
は
美
濃
国
の
喪
山
を
初
め
、

ナ

神
世
の
物
の
後
に
山
と
化
り
、
石
と
化
れ
る
類
は
い
と
多
か
り
。
出

ウ

ヒ

タ

キ

ミ

ヤ

ホ
コ

雲
風
土
記
に
も
、
宇
比
多
伎
山
ハ
大
神
之
御
屋
也
、
ま
た
桙
山
ハ
大

ア
マ
ダ

神
之
御
桙
也
な
ど
、
数
多
見
え
た
り
。

天
瓊
戈
が
瀕
能
碁
呂
嶋
に
突
き
立
て
ら
れ
た
ま
ま
眼
前
の
小
山
と
な
っ

た
光
景
、
美
濃
国
や
出
雲
国
に
も
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
神
世
に
通
じ
る

光
景
…
・
誇
大
妄
想
癖
の
極
致
と
も
思
え
る
言
説
で
あ
る
。
し
か
し
篤

胤
の
言
説
は
、
西
洋
科
学
の
流
入
す
る
真
っ
只
中
に
お
い
て
、
そ
の
洗
礼

を
積
極
的
に
受
け
つ
つ
神
話
的
思
考
の
可
能
性
を
問
う
て
い
る
も
の
だ
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
、
眼
前
の
光
景
に
神
話
的
空
間
を
幻
出
し
て

い
る
の
だ
。
眼
前
の
光
景
を
、
神
話
的
思
考
に
よ
っ
て
再
発
見
し
て
い
る

と
い
っ
て
も
よ
い
。
眼
前
の
光
景
は
神
世
へ
の
入
り
口
で
あ
る
。
近
世
を

み
つ
め
よ
う
と
す
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
篤
胤
の
誇
大

妄
想
的
な
神
世
像
を
云
々
す
る
こ
と
よ
り
も
、
眼
前
の
光
景
の
再
発
見
の

意
義
の
認
識
で
あ
る
。
神
話
的
思
考
に
よ
る
「
知
」
の
あ
り
方
だ
。
こ
れ

を
、
一
応
ト
ポ
ス
ヘ
の
転
換
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
た
篤
胤
は
、
磯
駁
盧
島
Ⅱ
沼
嶋
を
主
張
す
る
淡
路
の
文
人
仲
野
安
雄

の
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
淡
路
島
の
南
方
に
あ
る
沼
島
を
沼
矛
島
の
略
形
と

す
る
考
え
に
は
反
対
し
て
い
る
。
「
小
山
に
化
れ
り
」
と
い
う
記
述
に
合

わ
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
以
上
に
違
う
の
は
、

溌
能
碁
呂
嶋
の
位
置
の
確
定
に
夢
中
で
地
元
顕
彰
に
傾
く
仲
野
に
比
べ
、

浪
能
碁
呂
嶋
や
大
和
島
、
鵺
鴨
島
あ
た
り
一
体
を
一
続
き
と
し
て
捉
え
、

こ
こ
に
神
話
的
空
間
を
み
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
元
の
文

人
ほ
ど
個
別
の
場
所
の
神
話
的
由
来
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
な
い
。
『
古
史

伝
』
に
お
い
て
多
く
の
地
元
情
報
を
採
り
入
れ
つ
つ
、
篤
胤
の
試
み
た
の

は
、
九
州
・
四
国
・
紀
州
あ
た
り
を
扶
桑
樹
が
覆
う
神
話
的
空
間
の
幻
出

で
あ
る
。
そ
の
痕
跡
が
今
も
海
底
に
多
く
眠
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と

で
、
眼
前
の
光
景
を
ト
ポ
ス
に
転
換
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

篤
胤
の
ト
ポ
ス
は
、
西
洋
天
文
学
と
も
積
極
的
に
切
り
結
ぶ
。
詳
細
は

省
く
が
、
佐
藤
信
淵
の
説
を
長
々
と
引
用
し
て
い
る
。
引
用
さ
れ
た
信
淵

は
、
槻
能
碁
呂
嶋
が
大
地
の
中
枢
な
ら
北
極
に
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
或
人

の
疑
問
に
対
し
、
出
雲
の
国
引
き
神
話
を
根
拠
に
し
て
現
在
の
位
置
に
あ

る
理
由
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
「
さ
て
皇
国
の
在
所
は
、
大
地
図
ど
も

に
見
え
た
る
如
く
、
大
地
の
額
と
云
べ
き
所
に
て
、
赤
道
よ
り
北
へ
三
十

度
、
四
十
度
、
の
間
な
り
、
是
大
地
中
に
、
景
勝
た
る
故
に
、
此
所
に
定

め
給
へ
る
な
り
」
と
述
べ
、
世
界
地
図
を
横
に
西
洋
天
文
学
的
に
も
景
勝

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
国
引
き
を
し
た
の
だ
と
強
調
す
る
の
で
あ

サ

る
。
篤
胤
も
む
ろ
ん
、
「
此
も
然
る
説
な
り
」
と
肯
定
し
た
。
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「
赤
県
太
古
伝
』
は
、
わ
が
国
の
古
伝
の
片
割
が
唐
土
に
残
っ
て
い
る

と
主
張
す
る
と
て
つ
も
な
い
議
論
を
展
開
し
た
書
だ
が
、
瀕
能
碁
呂
嶋
や

淡
路
島
も
唐
土
の
地
に
比
定
さ
れ
る
。
天
之
御
中
主
神
と
皇
産
霊
神
は
上

皇
太
一
と
元
始
天
王
に
、
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
二
神
は
天
地
二
皇
に
あ

た
る
な
ど
と
熱
っ
ぽ
く
い
わ
れ
る
と
い
さ
さ
か
戸
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
こ
れ
は
、
西
洋
の
波
が
押
し
寄
せ
る
中
で
の
篤
胤
流
の
世
界
性
の
求

め
方
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
篤
胤
が
ト
ポ
ス
と
し
て
再
発

見
し
た
眼
前
の
空
間
は
、
世
界
性
の
獲
得
を
目
指
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
紙
数
の
都
合
で
今
回
は
大
半
を
省
略
す
る
が
、
篤
胤

は
東
獄
・
南
獄
・
西
獄
・
北
獄
・
中
獄
の
所
在
に
つ
い
て
、
泰
山
を
は
じ

め
と
す
る
唐
国
の
五
山
に
限
る
あ
り
方
を
批
判
し
、
太
古
に
は
世
界
規
模

で
の
五
獄
が
存
在
し
た
と
唱
え
る
。
そ
の
東
獄
に
あ
た
る
の
が
皇
国
た
る

わ
が
国
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
「
東
岳
広
桑
祖
州
」
を
溌
能
碁

呂
嶋
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
不
老
不
死
の
薬
を
求
め
て
歩
く
老
子
と
尹
子

の
道
程
を
溌
能
碁
呂
嶋
を
中
心
と
し
た
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
比
定
す
る
。
世

界
的
規
模
に
通
じ
る
神
話
的
空
間
が
幻
出
さ
れ
、
瀕
能
碁
呂
嶋
が
そ
の
中

心
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
『
淡
路
常
盤
草
』
や
『
磯

駅
盧
島
日
記
』
が
引
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
地
元
文
人
に
よ
る
搬
能
碁
呂

こ
う
し
て
み
る
と
、
篤
胤
の
神
話
的
思
考
は
、
近
世
後
期
の
「
知
」
の

あ
り
方
と
深
く
切
り
結
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ト
ポ
ス
に
し
て
も
、

単
に
神
話
の
記
憶
の
累
積
と
し
て
了
解
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
こ
に
神
話
的

空
間
を
幻
出
し
眼
前
の
空
間
の
意
味
の
再
発
見
と
い
う
「
知
」
の
魅
力
を
（２）

躍
動
さ
せ
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

四
世
界
性
を
志
向
す
る
ト
ポ
ス

嶋
の
顕
彰
は
、
「
東
岳
広
桑
柤
州
」
と
し
て
、
神
仙
界
、
老
子
や
尹
子
が

カ
ク

憩
う
蓬
莱
山
に
も
通
じ
る
ト
ポ
ス
に
変
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
斯
て
其
大

シ
モ

キ
ク
ノ

ト
０
ヨ
ラ
ノ

塾
暘
谷
は
、
下
に
委
く
云
ふ
如
く
、
豊
前
ノ
国
企
救
郡
と
、
長
門
国
豊
浦

ア
ハ
ヒ

ハ
ヤ
ト
モ
セ
ド

イ０ハ

ウ
ソ

郡
と
の
間
な
る
、
早
鞆
の
猯
門
な
れ
ば
、
其
謂
ゆ
る
鯵
池
宮
、
ま
た
疑

う
タ
サ
キ
ア
タ
リ

な
く
此
ノ
両
碕
の
辺
に
在
る
べ
し
」
と
い
っ
た
言
も
、
同
様
の
意
味
を

も
つ
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

筆
者
に
は
、
「
ト
ポ
ス
」
と
い
い
得
る
た
め
に
は
、
神
話
的
由
来
や
記

憶
を
蔵
し
た
点
と
し
て
の
場
所
た
る
を
越
え
て
、
普
遍
へ
通
じ
る
入
り

口
・
媒
体
と
し
て
普
遍
と
常
に
呼
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
思
い
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
「
赤
県
太

古
伝
』
『
十
洲
記
』
等
の
記
載
を
世
界
性
・
普
遍
性
へ
の
志
向
と
し
て
発

表
し
て
み
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
そ
う
い
え
る
の
か
、
十
分

説
明
で
き
ず
課
題
を
多
く
残
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
こ
の
方
向
が
篤

胤
に
お
け
る
世
界
性
・
普
遍
性
の
問
題
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考
察
を
深
め
て
証
明
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

み
ち
か
ぜ

注
（
１
）
伊
達
藩
三
代
藩
主
綱
村
は
伊
勢
か
ら
大
淀
三
千
風
を
呼
ん
で
歌
枕

つ
ぼ
い
し
ぶ
み

の
整
備
に
着
手
し
、
享
保
以
降
は
「
壷
の
碑
」
を
囲
い
を
設
け
て

き
ぎ
が
た

観
光
用
に
保
護
し
た
。
象
潟
や
天
橋
立
な
ど
の
保
護
政
策
な
ど
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
篤
胤
の
ト
ポ
ス
の
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
篤
胤
の
ト
ポ
ス
ー

『大扶桑国考」の記述より」（『日本文学』二○○四年一○月号）、

「
篤
胤
に
お
け
る
神
話
的
空
間
の
幻
出
ｌ
『
古
史
伝
」
の
天
瓊
戈
論
・

槻
能
碁
呂
嶋
論
を
手
が
か
り
に
Ｉ
Ｉ
Ｌ
会
金
沢
学
院
大
学
紀
要
』
文
学
．

美
術
・
社
会
学
編
第
七
号
、
二
○
○
九
年
三
月
）
を
参
照
。

-３２-


