
吉
祥
天
像
に
魅
せ
ら
れ
た
優
婆
塞

-
　
「
日
本
霊
異
記
」
か
ら
「
今
昔
物
語
集
」
　
へ
の
展
開

竹
村
信
治

標
題
に
い
う
「
吉
祥
天
像
に
魅
せ
ら
れ
た
優
婆
塞
」
と
は
、
『
日
本

お

こ

　

　

　

　

　

　

み

か

た

霊
異
記
』
中
巻
第
1
3
縁
「
愛
欲
を
生
し
吉
祥
天
女
の
像
に
恋
ひ
て
感
応

あ

や

　

　

し

る

し

あ

ら

わ

こ

と

の

む

と

し
て
奇
し
き
表
を
示
す
縁
」
　
に
登
場
す
る
、
信
濃
国
出
身
の
優
婆
塞

ち
ぬ
の
か
み
の

の
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
聖
武
天
皇
の
世
、
和
泉
国
の
血
淳
上
山
寺
に

住
し
、
そ
こ
に
い
ま
す
吉
祥
天
女
の
塑
像
に
愛
欲
の
念
を
発
こ
し
て
、

か
は

日
々
の
六
時
礼
概
の
折
ご
と
に
「
願
は
く
は
天
女
の
如
き
容
好
き
女
を

く
な
か

我
れ
に
賜
へ
」
と
願
っ
た
と
こ
ろ
、
夢
に
天
女
と
婚
い
、
翌
朝
、
像
の

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

け

が

符
の
腰
が
「
不
浄
(
=
精
液
)
」
で
染
み
汚
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
「
我

れ
、
似
た
る
女
を
願
ふ
。
何
す
れ
ぞ
恭
く
天
女
専
ら
自
づ
か
ら
交
は
り

た
ま
ふ
」
と
悦
じ
た
、
あ
の
男
の
こ
と
で
あ
る
。
本
話
は
、
戦
後
、
新

た
な
〝
説
話
文
学
″
諭
が
構
想
さ
れ
よ
う
と
し
た
こ
ろ
、
益
田
勝
実
氏

『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
(
一
九
六
〇
)
、
高
木
市
之
助
氏
「
説
話
と
は
何
か
」

(
『
日
本
の
説
話
』
1
、
一
九
七
四
)
な
ど
で
し
き
り
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
話

題
、
い
わ
ば
『
霊
異
記
』
を
代
表
す
る
一
話
で
あ
る
。
益
田
氏
は
い

う
0

有
髪
の
人
と
は
い
え
、
優
姿
塞
は
仏
道
に
志
し
た
人
で
あ
る
。
か

れ
は
愛
欲
の
妄
執
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
天
女
の
像
を
恋
し
、
愛

欲
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
吉
祥
天
女

は
、
か
れ
の
心
を
潔
め
、
か
れ
の
心
に
深
い
信
仰
を
起
こ
さ
せ
な

い
ば
か
り
か
、
自
ら
現
じ
て
、
か
れ
と
交
わ
り
を
結
ぶ
。
仏
の
方

便
に
よ
る
済
度
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
か
れ
の

恋
情
を
カ
タ
ル
シ
ス
へ
向
か
わ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
方

便
と
い
い
き
れ
な
い
方
便
。
が
、
こ
の
話
を
話
し
伝
え
る
人
々

は
、
そ
の
と
も
に
迷
い
、
と
も
に
淫
欲
に
沈
み
た
ま
う
天
女
に
救
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い
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
現
報
1
-
上
意
戒
も
い
う
、
「
ま
こ
と
に

し

　

　

　

　

　

　

-

つ

委
る
。
深
く
信
く
れ
は
、
感
の
応
ぜ
ざ
る
な
き
こ
と
を
」
と
。
こ

れ
は
み
仏
の
教
え
に
か
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
話
の
話

し
手
・
聞
き
手
た
ち
に
は
そ
の
反
省
は
必
要
な
い
の
で
あ
る
。
か

れ
ら
は
人
間
ら
し
い
も
の
を
求
め
て
い
る
。
求
め
て
や
ま
な
い
。

(
前
掲
書
「
『
日
本
霊
異
記
』
の
方
法
」
、
八
八
～
八
皐
月
)

こ
こ
に
説
か
れ
る
「
人
間
ら
し
い
も
の
」
は
、
高
木
氏
論
文
が
本
話

譚
(
『
霊
異
記
』
話
お
よ
び
同
話
芸
孟
臼
物
語
集
』
一
七
胡
)
と
そ
の
類
話

(
『
梅
沢
本
説
話
集
』
導
に
見
て
と
っ
た
「
仏
教
的
で
あ
れ
世
俗
的
で
あ

れ
、
道
徳
的
で
あ
れ
不
徳
的
で
あ
れ
、
な
に
か
し
ら
そ
こ
に
あ
る
解
放

的
な
自
由
さ
」
=
「
人
間
の
信
仰
や
遺
徳
に
強
い
ら
れ
た
規
制
か
ら
の

あ
る
解
放
」
=
「
民
の
枢
軸
的
意
味
」
=
「
民
話
の
民
に
つ
な
が
る
説

話
の
本
質
に
つ
な
が
る
何
も
の
か
」
　
に
も
一
脈
通
ず
る
ご
と
く
だ
が
、

お
そ
ら
く
は
こ
れ
と
異
な
り
、
前
掲
書
「
『
今
昔
物
語
集
』
　
の
方
法
」

節
で
、
「
色
慾
を
退
け
る
」
と
い
う
「
仏
教
徒
と
し
て
は
ご
く
あ
た
り

ま
え
の
通
念
」
が
「
通
用
し
な
い
」
『
今
昔
』
一
七
4
5
に
つ
い
て
、

吉
祥
天
女
の
話
は
、
あ
さ
ら
か
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
採
っ

た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
仏
教
的
通
念
と
の
食
い
ち

が
い
は
、
む
し
ろ
わ
が
国
最
初
の
仏
教
説
話
集
以
来
の
も
の
と
も

い
え
る
。
…
(
中
略
)
…
(
引
用
者
補
　
-
　
『
今
昔
』
の
編
者
は
)
煩

悩
や
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
本
来
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
罪
を
犯
し
な
が
　
詔

ら
、
そ
れ
で
も
救
い
に
近
づ
い
て
い
く
、
と
語
る
の
で
あ
る
。
も

と
も
と
人
間
に
は
そ
の
よ
う
な
垢
ま
み
れ
の
信
仰
の
遺
し
か
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
色
慾
に
と
ら
わ
れ
な
が
ら
、
菩
薩
に
よ

り
か
か
る
心
を
捨
て
得
な
い
で
い
る
人
間
、
そ
れ
は
…
(
中
略
)

…
も
っ
と
も
っ
と
迷
い
に
と
ら
わ
れ
、
け
が
れ
に
ま
み
れ
た
人
間

た
ち
で
あ
る
。
…
(
中
略
)
…
/
『
今
昔
』
の
編
者
は
、
た
し
か

に
、
そ
う
い
う
垢
ま
み
れ
の
信
仰
に
つ
な
が
っ
て
い
た
人
の
一
人

で
あ
る
。
私
度
僧
た
ち
の
信
仰
、
顕
密
の
破
戒
僧
た
ち
の
信
仰
、

浄
土
を
欣
求
す
る
阿
弥
陀
や
聖
の
信
仰
、
教
義
的
に
は
興
る
そ
れ

ら
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
説
話
の
底
を
貫
流
す
る
も
の
の
共
通
性
を

す
る
ど
く
感
じ
と
り
、
そ
れ
ら
を
書
承
、
口
承
に
よ
っ
て
受
け
つ

ぎ
、
教
団
中
心
の
僧
侶
の
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
伝
記
や
奇
蹟
の
話
な

ど
を
お
そ
ろ
し
く
敏
感
に
、
ま
た
、
潔
癖
に
寄
せ
つ
け
な
い
て
、

こ
れ
だ
け
の
集
成
事
業
を
や
っ
て
い
る
の
が
、
編
者
で
あ
る
。

(
三
六
～
一
七
八
百
)

と
述
べ
る
益
田
氏
は
、
「
人
間
ら
し
い
も
の
」
　
の
語
に
「
煩
悩
や
そ
れ

ぞ
れ
の
人
間
本
来
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
罪
を
犯
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

救
い
に
近
づ
い
て
い
く
」
「
迷
い
に
と
ら
わ
れ
、
け
が
れ
に
ま
み
れ
た

人
間
」
　
の
あ
り
様
、
「
垢
ま
み
れ
の
信
仰
」
　
の
態
様
を
託
し
、
本
話
を



そ
う
し
た
あ
り
様
、
様
態
を
伝
え
る
話
題
と
し
て
理
解
し
ょ
う
と
し
て

い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
『
今
昔

物
語
集
』
が
共
に
か
か
る
人
間
の
あ
り
様
、
信
仰
の
様
態
へ
と
関
心
を

傾
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
氏
自
身
、
両
者
に
貫
流
す
る
も
の
を
感
じ
と

っ
て
も
い
る
ら
し
い
。

*

こ
う
し
た
理
解
の
起
点
に
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
益
田
氏
の
言
葉

を
も
っ
て
い
え
ば
、
本
話
話
題
内
容
の
「
仏
教
的
通
念
と
の
食
い
ち
が

い
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
本
話
は
、
…
…
(
中
略
)
…
…
単
な
る
因
果

の
法
を
超
越
し
て
信
仰
の
力
の
偉
大
さ
そ
の
も
の
に
作
者
の
日
が
い
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
真
意
が
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
因
果
の
法
で
は

解
決
さ
れ
な
い
、
仏
法
を
深
く
信
じ
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ

た
作
者
景
戒
の
信
仰
体
験
の
象
徴
表
現
と
し
て
、
現
実
に
起
り
得
る
説

話
を
利
用
し
て
表
現
し
た
結
果
の
も
の
が
本
話
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る

播
摩
光
寿
氏
の
理
解
に
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
(
「
吉
祥
天
感
応

(
中
1
3
)
」
一
三
一
～
一
一
至
頁
。
山
路
平
四
郎
氏
・
国
東
文
麿
氏
編
『
古
代
の
文
学
4

日
本
霊
異
記
』
所
収
、
一
九
七
七
)
、
一
方
、
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』
　
(
十

九
「
天
平
の
吉
祥
天
女
」
。
改
版
本
、
一
九
四
七
)
　
に
は
、
こ
れ
ら
と
は
異
な
る

理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
右
の
よ
う
な
逸
話
は
あ
ま
り
信
用
す
べ
き
も
の
で
は
あ

る
ま
い
。
金
光
明
経
の
印
象
に
よ
っ
て
僧
侶
の
間
に
こ
の
や
う
な

仮
構
談
が
作
り
出
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
も
な
い
と
は
限
ら
な
い
。

吉
祥
天
女
が
仏
の
前
に
演
説
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
女
は
お

の
れ
を
求
む
る
者
の
夢
に
現
は
れ
る
こ
と
を
誓
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

あ

ら

ん

に

や

し

よ

　

　

　

　

ぐ

ま

る
。
「
一
室
を
浄
治
し
、
或
は
空
閑
の
阿
蘭
若
処
に
あ
り
て
崔
摩

を
壇
と
し
、
栴
檀
香
を
焼
き
て
供
養
を
な
し
、
一
勝
座
を
置
き

ば

ん

が

い

　

　

　

　

　

　

も

ろ

も

ろ

て
、
旛
蓋
も
て
荘
厳
し
、
諸
の
名
華
を
以
て
垣
内
に
布
列
せ
よ
。

当
に
[
+
至
心
に
]
前
の
呪
を
訴
持
し
て
、
我
が
至
る
を
希

[
怖
]
望
す
べ
し
。
我
そ
の
時
に
於
て
即
ち
是
人
を
護
念
し
、
観

察
し
、
来
り
て
そ
の
室
に
入
り
、
座
に
つ
き
て
坐
し
、
そ
の
供
養

を
う
け
ん
。
是
よ
り
[
+
以
]
後
当
に
か
の
人
を
し
て
睦
夢
の
中

に
　
[
+
於
て
]
我
を
見
る
を
得
し
め
ん
[
得
し
む
べ
し
]
。
」
　
(
引

用
者
補
-
-
国
訳
大
蔵
経
と
の
異
同
を
[
]
内
に
示
し
た
。
大
正
蔵
第

十
六
巻
4
3
9
C
～
4
4
0
a
)
　
-
　
し
か
し
ま
た
こ
の
や
う
な
誓

言
が
信
者
を
し
て
実
際
に
天
女
を
夢
み
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
こ

と
も
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
に
夢
遊
病
を
附
加
し
て
考
へ
る

な
ら
ば
、
逸
話
通
り
の
こ
と
が
起
っ
て
も
さ
ほ
ど
驚
く
に
あ
た
ら

な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
一
七
～
≡
(
貢
)

引
用
さ
れ
て
い
る
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
巻
八
で
は
、
以
下
に
、

「
求
む
る
所
の
事
に
随
ひ
、
実
を
以
て
告
知
せ
ば
、
若
は
衆
落
、
空
沢
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及
び
僧
の
住
処
に
、
求
む
る
所
の
も
の
に
随
ひ
て
皆
円
満
せ
し
め
、

金
、
銀
、
財
宝
、
牛
、
羊
、
穀
、
麦
、
飲
食
、
衣
服
、
皆
心
に
随
ひ
、

諸
の
快
楽
を
受
く
べ
し
。
…
(
中
略
)
…
我
当
に
身
を
終
る
ま
で
、
常

に
此
に
住
し
て
、
是
人
を
擁
護
し
、
欠
乏
な
か
ら
し
め
ん
、
稀
求
す
る

か
な

所
に
随
ひ
て
悉
く
皆
意
に
称
は
ん
。
亦
時
時
に
貧
乏
を
給
済
す
べ
し
。
」

と
続
く
。
『
霊
異
記
』
本
文
に
い
う
擾
婆
塞
の
「
怖
望
」
「
怖
求
」
(
「
天

め

か

り

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ

女
の
像
に
梯
ち
て
愛
欲
を
生
し
、
心
を
緊
け
て
恋
ひ
、
六
時
ご
と
に
願
ふ
。
」
)

が
い
か
ほ
ど
儀
軌
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
「
六
時
」
　
に
な
さ
れ
た
か

は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
吉
祥
天
の
過
剰
な
誓
言
と
見
合
わ
す
と

き
、
「
実
」
　
(
=
愛
欲
)
を
「
告
知
」
し
た
優
婆
塞
が
得
た
「
睡
夢
」
「
快

楽
」
は
(
や
や
拡
大
解
釈
の
気
味
が
あ
る
も
の
の
)
た
し
か
に
そ
の
感
応

と
す
べ
く
、
本
話
形
成
を
め
ぐ
る
和
辻
の
想
定
も
あ
り
う
る
こ
と
と
し

て
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
に
乗
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
話
形
成
の
場
と
し
て
は
、
さ

ら
に
〝
吉
祥
悔
過
(
機
悔
)
″
　
(
『
続
日
本
紀
』
天
平
二
十
一
(
詣
九
)
年
正
月

条
等
、
『
三
宝
絵
』
下
2
「
御
斎
会
」
、
『
法
華
験
記
』
中
4
8
=
同
話
『
今
昔
物
語

集
』
　
二
士
朗
な
ど
に
所
見
)
な
ど
も
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
犯
し
た
罪
を
慨
悔
し
て
(
=
「
以
実
告
知
」
)
撰
災
招
福
を
祈
願
す

る
の
が
悔
過
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
本
話
の
ご
と
き
内
容
が
〝
吉
祥
悔

過
″
を
め
ぐ
る
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
　
-
　
〝
悔
過
感
応
″
譚
と
し

て
、
あ
る
い
は
〝
愛
欲
生
罪
の
慨
悔
″
録
と
し
て
　
-
　
記
し
留
め
ら
れ

語
り
つ
が
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
ま
た
、
吉
祥
天
が
密
教
的

女
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
〝
吉
祥
梅
迫
″
　
に
か
か
わ
る
秘
儀
を

本
話
形
成
事
情
に
読
み
込
ん
で
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
　
(
和
辻
前
掲
書

三
一
彗
　
三
～
三
二
頁
)
。

*

さ
て
、
ず
い
ぶ
ん
と
長
い
前
置
き
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
て
本
話
に

つ
い
て
は
、
そ
こ
に
仏
教
教
義
と
の
ズ
レ
を
見
る
か
対
応
を
見
る
か
を

め
ぐ
っ
て
、
二
種
の
理
解
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
霊
異

記
』
著
述
の
根
本
思
想
た
る
〝
現
報
善
悪
″
　
の
因
果
論
や
不
邪
淫
戒
と

の
兎
離
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
　
の
吉
祥
天
誓
言
と
の
相
即
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
見
解
の
相
違
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
本
話
の
読
書
過
程
に
出
来

す
る
〝
仏
教
的
通
念
と
の
食
い
ち
が
い
″
感
、
す
な
わ
ち
、
話
題
性
と

し
て
の
〝
愛
欲
″
と
意
味
づ
け
と
し
て
の
〝
感
応
″
と
の
不
調
和
成
心

を
、
ど
う
説
明
す
る
か
の
異
な
り
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
者

は
〝
愛
欲
″
を
重
く
受
け
と
め
、
こ
れ
へ
の
吉
祥
天
〝
感
応
″
を
取
り

立
て
て
語
る
『
霊
異
記
』
の
言
述
を
、
景
戒
の
「
人
間
ら
し
い
も
の

(
=
「
垢
ま
み
れ
の
信
仰
」
)
」
あ
る
い
は
「
あ
る
解
放
的
な
自
由
さ
」
　
へ

の
関
心
、
「
単
な
る
因
果
の
法
を
超
越
し
て
信
仰
の
力
の
偉
大
さ
そ
の

も
の
」
　
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
「
作
者
の
目
」
　
に
因
を
も
と
め
て
理
解
す
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る
。
一
方
、
後
者
は
〝
感
応
″
を
軸
に
、
そ
の
根
拠
を
『
金
光
明
経
』

に
求
め
、
一
話
を
、
吉
祥
天
誓
言
(
「
当
令
彼
人
於
睡
夢
中
得
見
於
我
」

「
随
所
求
事
、
以
実
告
知
」
「
得
随
心
受
話
快
楽
」
)
の
拡
大
解
釈
を
も
っ
て

〝
愛
欲
″
告
知
へ
の
吉
祥
天
〝
感
応
″
　
の
証
し
を
語
っ
た
も
の
と
し
て

了
解
す
る
(
ち
な
み
に
本
話
に
続
く
第
l
H
縁
は
士
梓
天
感
応
福
徳
譚
。
『
今
昔
』

一
七
4
6
、
同
)
。

け
れ
ど
も
、
〝
不
調
和
感
″
　
へ
の
こ
の
よ
う
な
回
答
は
、
『
霊
異
記
』

テ
キ
ス
ト
の
生
成
あ
る
い
は
本
話
話
題
形
成
の
言
語
過
程
に
お
け
る
行

為
性
を
説
明
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
さ
な
か
で
起
こ
っ
て
い

る
こ
と
　
(
=
出
来
事
性
)
を
説
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
益
田
勝

実
氏
は
、
『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
上
梓
後
に
執
筆
し
た
「
『
霊
異
記
』
像

の
動
揺
」
　
(
日
本
古
典
文
学
大
系
『
月
報
』
箪
一
期
第
3
3
回
配
本
一
九
六
七
3
)

で
、

『
霊
異
記
』
　
の
世
界
に
は
、
異
国
の
思
想
が
本
格
的
に
こ
の
国

に
住
み
着
い
て
い
く
時
代
の
、
人
々
の
精
神
の
動
揺
と
新
生
が
描

き
と
ら
れ
て
い
る
。
六
道
世
界
を
さ
な
が
ら
現
実
化
し
て
い
る
よ

う
な
、
善
報
悪
報
の
混
在
す
る
、
伝
承
の
織
り
な
す
古
代
の
お
ど

ろ
お
ど
ろ
し
い
生
活
者
の
観
念
の
世
界
が
、
そ
こ
に
は
写
し
と
ら

れ
て
い
る
、
と
わ
た
し
に
は
み
え
は
じ
め
た
。
/
お
そ
れ
と
あ
き

ら
め
、
も
が
き
と
祈
り
　
ー
　
ご
っ
た
返
し
た
思
想
の
激
動
期
の
精

神
の
風
土
を
な
ま
な
ま
し
く
強
烈
貪
要
に
描
き
ぬ
い
た
、
一
種
の

ノ
ン
ー
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
～
三
頁
)

と
の
べ
る
が
、
『
霊
異
記
』
　
の
表
現
性
を
見
と
お
す
た
め
に
は
、
そ
の

「
異
国
の
思
想
が
本
格
的
に
こ
の
国
に
住
み
着
い
て
い
く
時
代
」
「
善
報

悪
報
の
混
在
す
る
、
伝
承
の
織
り
な
す
古
代
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
生

活
者
の
観
念
の
世
界
」
「
ご
っ
た
返
し
た
思
想
の
激
動
期
」
　
に
さ
し
も

ど
し
、
そ
の
風
景
の
中
で
テ
キ
ス
ト
の
言
述
を
眺
め
る
こ
と
が
か
か
せ

な
い
。我

々
は
我
々
の
感
じ
る
〝
不
調
和
感
″
　
へ
の
説
明
(
=
知
的
所
有
)

で
は
な
く
、
そ
の
　
〝
不
調
和
感
″
を
景
戒
の
も
の
と
し
て
テ
キ
ス
ト
生

成
の
現
在
に
さ
し
も
ど
し
、
そ
こ
で
の
出
来
事
そ
の
も
の
に
あ
ら
た
め

て
目
を
注
ぐ
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
提
案
な
の
だ

が
、
こ
の
″
不
調
和
感
″
が
、
「
願
は
く
は
天
女
の
如
き
容
好
き
女
を

我
れ
に
賜
へ
」
と
の
優
婆
塞
の
性
愛
へ
の
情
動
(
=
不
邪
淫
戒
破
戒
)
が

教
化
も
断
罪
も
さ
れ
ず
に
許
容
さ
れ
、
と
い
う
よ
り
吉
祥
天
の
能
動
を

も
っ
て
迎
え
取
ら
れ
た
こ
と
(
「
我
れ
、
似
た
る
女
を
煩
ふ
。
何
す
れ
ぞ
恭

く
天
女
専
ら
自
づ
か
ら
交
は
り
た
ま
ふ
。
」
)
　
へ
の
驚
き
も
し
く
は
不
審
に
由

来
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
目
を
注
ぐ
べ
き
出
来
事
と
は
、
言

語
主
体
に
お
こ
っ
た
性
愛
観
の
動
揺
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
動

揺
ぶ
り
は
、
一
話
の
末
尾
で
、
「
愛
欲
」
に
駆
ら
れ
て
六
時
に
性
愛
を
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祈
る
優
婆
塞
の
行
為
を
「
諒
に
委
る
。
深
く
信
は
ば
、
感
き
て
応
へ
ず

と
い
ふ
こ
と
無
し
」
と
強
引
に
付
会
し
意
味
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
ま

た
、
『
大
般
捏
磐
経
』
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
品
に
い
う
「
誓
へ
ば

人
有
り
て
画
け
る
女
の
像
を
見
て
、
ま
た
合
を
生
こ
し
、
貪
を
生
こ
す

捌
利
別
刊
1
樹
矧
功
矧
到
矧
副
刺
矧
u
」
が
、
「
捏
磐
経
に
云
ふ
が
如

し
『
多
淫
の
人
は
画
け
る
女
に
す
ら
欲
を
生
す
』
と
の
た
ま
ふ
は
、
其

れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。
」
と
引
用
さ
れ
て
、
罪
障
に
か
か
わ
る
後
半
部

分
が
語
り
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
一
話
の

話
題
性
=
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
の
許
容
に
と
ま
ど
っ
て
の
こ
と
と
見
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
う
か
が
え
る
の
は
、
〝
仏

教
的
通
念
(
=
仏
教
言
説
=
〝
性
愛
″
お
よ
び
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
の
否
定
=

不
邪
淫
戒
)
と
の
食
い
ち
が
い
″
を
も
っ
た
事
象
に
逢
着
し
、
何
と
か

こ
れ
を
仏
教
言
説
の
中
に
回
収
し
ょ
う
と
し
つ
つ
も
、
な
お
そ
こ
で
性

愛
を
め
ぐ
る
仏
教
言
説
と
自
ら
語
り
来
た
っ
た
話
題
と
の
〝
不
調
和

感
″
　
に
困
惑
し
性
愛
観
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
言
語
主
体
、
景
戒
の
姿
に

は
か
な
ら
な
い
。
(
同
様
の
こ
と
は
、
上
巻
3
1
縁
、
「
好
女
」
を
吉
野
山
の
観

音
に
祈
誓
し
た
御
手
代
東
人
=
「
優
婆
塞
」
が
、
加
持
し
た
「
栗
田
朝
臣
女
」

う

つ

く

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

つ

の
「
愛
ぶ
る
心
」
を
受
け
入
れ
て
交
通
ぎ
福
徳
を
得
た
話
題
に
も
指
摘
で
き
よ

う
。
そ
こ
で
は
、
性
愛
よ
り
も
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
福
徳
」
に
焦
点
を
ず
ら

し
て
一
話
が
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
)

*

と
こ
ろ
で
、
『
霊
異
記
』
　
の
言
語
主
体
が
性
愛
観
を
め
ぐ
る
こ
う
し

た
仏
教
言
説
と
の
〝
不
調
和
感
″
に
と
ま
ど
う
の
は
、
〝
性
愛
″
や

〝
性
愛
へ
の
情
動
″
の
否
定
(
=
不
邪
淫
戒
)
そ
の
も
の
が
、
言
語
主
体

に
と
っ
て
も
と
も
と
当
為
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
自

身
に
と
っ
て
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
こ
と
を
他
者
の
言
説
に
し
た
が
っ

て
否
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
他
者
の
言
説
の

内
部
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
場
面
に
遭
遇
し
た
際
の
と
ま
ど
い
、

こ
こ
に
は
そ
う
し
た
心
意
が
う
か
が
え
る
。

そ
も
そ
も
、
本
話
題
の
優
姿
塞
の
「
願
は
く
は
天
女
の
如
き
客
好
き

女
を
我
れ
に
賜
へ
」
と
い
っ
た
直
裁
な
性
愛
欲
求
は
、
先
の
上
3
1
縁
で

の
束
人
の
「
南
無
銅
銭
万
貫
白
米
万
石
好
女
多
徳
施
」
と
い
っ
た
観
音

祈
請
と
同
様
の
も
の
で
、
さ
ら
に
い
え
ば
『
万
葉
集
』
冒
頭
の
雄
略
天

皇
歌
や
『
詩
経
』
冒
頭
「
関
堆
」
な
ど
に
伝
え
ら
れ
る
古
代
歌
謡
中
の

男
た
ち
の
そ
れ
と
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
ま
た
、
絵
や
像
に
性
愛
へ
の

情
動
が
か
き
立
て
ら
れ
る
の
も
、
本
緑
に
ひ
く
『
大
股
浬
架
経
』
　
(
上

1
7
に
は
『
十
一
両
神
呪
心
経
義
疏
』
の
「
僧
感
面
女
、
尚
応
京
形
」
を
引
く
)

の
ほ
か
、
古
代
歌
謡
の
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
下
巻
仁
徳
帝
詠
「
つ
ぎ

ふ
ね
　
山
代
女
の
　
木
鍬
持
ち
　
打
ち
し
大
根
　
根
白
の
　
白
た
だ
む

き
　
ま
か
ず
け
ば
こ
そ
　
知
ら
ず
と
も
言
は
め
」
を
想
起
さ
せ
、
映
像
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と
記
憶
と
情
動
と
の
ひ
め
や
か
な
脈
絡
を
思
え
ば
、
こ
れ
も
生
活
世
界

に
お
い
て
は
あ
り
う
べ
き
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

生
活
世
界
の
〝
性
愛
欲
求
″
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
　
-
、
そ
れ
は

『
霊
異
記
』
　
の
あ
ち
こ
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。

○
性
愛
欲
求

を

み

な

　

め

ま

ぎ

・
上
2
=
「
三
乃
国
大
乃
郡
の
人
、
好
き
嬢
を
妻
寛
せ
む
と
し
て
路

を

と

こ

　

ま

に
乗
り
て
行
く
。
…
(
中
略
)
…
嬢
答
へ
て
い
は
く
『
能
き
壮
を
寛

が
む
と
し
て
行
く
女
な
り
』
」

・
上
3
1
=
前
引う

つ

く

し

　

　

　

　

　

た

・
中
3
=
「
妻
を
愛
ぶ
る
こ
と
に
昇
へ
ず
し
て
」

○
性
愛
場
面

ね

　

く

な

か

・
上
1
=
「
天
皇
后
と
大
安
最
に
麻
て
婚
合
ひ
た
ま
ふ
時
に
」

・
上
2
=
「
壮
ま
た
語
り
て
言
は
く
『
我
が
妻
と
成
ら
む
や
』
と
い

ゆ

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゐ

ふ
。
女
答
へ
て
言
は
く
『
聴
さ
む
』
と
い
ふ
。
す
な
は
ち
家
に
将
て

と
つ交

過
ぎ
て
相
住
む
」

・
上
3
1
=
上
引

・
中
2
=
鳥
の
邪
淫

ゆ

る

　

　

ね

や

　

　

　

と

つ

・
中
3
3
=
「
語
に
随
ひ
て
許
可
し
、
閏
の
裏
に
交
通
ぐ
。
其
の
夜
間

の
内
に
音
有
り
て
言
は
く
『
痛
さ
か
な
』
と
い
ふ
こ
と
三
遍
な
り
。

父
母
聞
き
て
相
談
ひ
て
日
は
く
『
い
ま
だ
効
は
ず
し
て
痛
む
な
り
』

と
い
ひ
て
忍
び
て
な
は
辣
」い

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

ぷ

・
中
3
4
=
「
嬢
な
は
し
否
辞
ぶ
α
壮
強
ひ
て
入
り
て
男
る
。
す
な
は

ゆ
る

ち
心
に
聴
許
し
、
仕
と
交
る
」

ま

と

は

　

く

な

か

　

　

ま

ど

・
中
4
1
=
「
(
蛇
)
纏
り
て
婚
ひ
、
慌
迷
ひ
て
臥
す
」

さ

か

り

　

　

　

　

み

だ

り

か

は

・
下
1
6
=
「
『
我
れ
齢
丁
な
り
し
時
に
濫
し
く
嫁
ぎ
て
邪
淫
し
、

お

さ

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

幼
稚
き
子
を
棄
て
て
壮
と
供
に
珠
て
多
の
日
を
達
て
』
」

参
考
「
姪
女
」
　
(
中
7
)
。

生
活
世
界
の
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
　
に
姦
淫
を
加
え
る
の
は
い
く
ぶ
ん

憧
り
が
あ
る
が
(
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
(
芸
九
)
六
月
二
十
二
日
条

に
は
「
己
が
妻
を
愛
し
ま
ず
他
の
女
を
犯
す
こ
と
を
立
‖
ぷ
を
姪
と
す
」
と
あ

を
か

る
)
、
こ
れ
も
い
く
つ
か
語
ら
れ
(
上
3
0
=
「
『
或
る
は
他
の
妻
を
軒
犯

い
た
す
一
3
し
と

し
』
」
、
中
2
=
烏
の
邪
淫
、
中
1
1
=
「
『
無
用
語
し
て
、
汝
吾
が
妻
に
婚
ふ
』
」

「
(
夫
)
妻
を
喚
び
て
家
に
帰
り
、
す
な
は
ち
共
の
妻
を
犯
せ
ば
」
、
下
1
8
=
「
宏

た

は

れ

ご

こ

ろ

さ

か

り

お

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

ら

　

つ

ぴ

に
経
師
姪
心
煩
に
発
り
、
嬢
の
背
に
据
り
て
裳
を
挙
げ
て
婚
ふ
。
閏
の
間
に

あ
わ

入
る
に
随
ひ
、
手
を
携
へ
て
根
に
死
ぬ
。
た
だ
し
女
口
の
在
を
噛
み
出
し
て
死

ぬ
」
)
、
こ
の
ほ
か
性
的
戯
笑
歌
(
中
翼
下
軍
、
高
齢
性
愛
(
中
3
1
=

「
弟
上
は
年
七
十
歳
、
妻
は
年
六
十
二
に
し
て
懐
妊
み
て
女
を
生
む
」
)
の
記
事

も
見
出
せ
る
。
『
霊
異
記
』
　
の
言
述
の
場
は
か
か
る
生
活
世
界
の
な
か

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

*
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芸
Ⅱ
異
記
』
の
言
述
は
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
古
代
日
本
の
生
活
世

界
を
仏
教
言
説
に
よ
っ
て
〝
翻
訳
″
し
て
い
く
営
み
と
し
て
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
翻
訳
対
象
と
し
て
の
生
活
世
界
は
な

お
『
霊
異
記
』
　
に
深
く
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

そ
れ
故
、
そ
の
翻
訳
の
言
語
過
程
は
両
者
の
括
抗
を
産
み
出
し
っ
つ
行

為
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〝
自
身
に
と
っ
て
は
否

定
す
べ
く
も
な
い
こ
と
を
他
者
の
言
説
に
し
た
が
っ
て
否
定
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
他
者
の
言
説
の
内
部
に
お
い
て
許

容
さ
れ
て
い
る
場
面
と
の
遭
遇
″
も
、
そ
の
翻
訳
の
言
語
過
程
で
の
出

来
事
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
先
の
益
田
氏
の
発
言
に
あ
っ
た

「
異
国
の
思
想
が
本
格
的
に
こ
の
国
に
住
み
着
い
て
い
く
時
代
の
、

人
々
の
精
神
の
動
揺
と
新
生
」
「
ご
っ
た
返
し
た
思
想
の
激
動
期
の
精

神
の
風
土
」
　
に
ふ
さ
わ
し
い
言
述
の
風
景
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
ひ

と
り
『
霊
異
記
』
言
語
主
体
が
体
験
し
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
あ

る
ま
い
。
和
辻
哲
郎
は
、
前
掲
『
古
寺
巡
礼
』
十
九
で
「
薬
師
寺
吉
祥

天
女
」
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
画
な
ど
は
肖
像
画
で
は
な
い
ま
で
も
当
時
の
風
俗
を
忍
ば
せ

る
に
は
足
り
る
と
思
ふ
。
或
は
薬
師
寺
の
画
家
が
、
当
時
の
貴
婦

人
を
思
ひ
浮
か
べ
つ
ゝ
こ
の
画
を
か
い
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も

な
い
と
は
限
ら
な
い
。
…
(
中
略
「
‥
あ
の
風
俗
が
唐
風
で
あ
る

に
見
て
も
、
イ
ン
ド
伝
来
の
規
短
に
従
っ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明

か
で
あ
る
。
も
し
東
方
の
画
家
が
金
光
明
経
を
読
ん
で
そ
こ
か
ら

あ
の
や
う
な
天
女
像
を
空
想
し
出
し
た
と
す
れ
ば
、
「
無
量
の
衆

生
を
し
て
諸
の
快
楽
を
受
け
し
む
る
」
幸
福
の
女
神
は
、
こ
の
画

家
に
と
っ
て
、
神
で
あ
る
よ
り
も
、
ま
づ
豊
麗
な
女
で
あ
っ
た
。

…
(
中
略
)
…
こ
の
後
三
月
堂
内
の
閉
ざ
さ
れ
た
厨
子
の
な
か
に

塑
像
の
非
常
に
す
ぐ
れ
た
吉
祥
天
女
像
が
あ
る
の
を
見
た
。
…

(
中
略
)
…
そ
れ
は
同
じ
堂
内
の
梵
天
(
寺
伝
口
天
)
に
も
劣
ら
な

い
堂
々
た
る
作
で
、
女
人
の
形
姿
を
女
神
の
姿
に
ま
で
高
め
て
ゐ

る
。
が
「
天
女
」
と
し
て
「
女
」
　
の
感
じ
を
強
調
し
た
痕
は
著
し

い
。
そ
こ
か
ら
薬
師
寺
画
像
の
如
き
美
人
像
が
出
た
の
で
あ
ら

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
三
千
二
云
H
)

天
平
の
画
師
、
仏
師
も
ま
た
「
異
国
の
思
想
が
本
格
的
に
こ
の
国
に

住
み
着
い
て
い
く
時
代
」
「
ご
っ
た
返
し
た
思
想
の
激
動
期
」
　
の
〝
翻

訳
″
者
の
一
人
だ
っ
た
。
〝
袖
″
か
〝
女
″
か
、
密
儀
の
香
気
を
混
え

た
女
神
シ
ュ
リ
イ
か
天
平
の
豊
麗
な
貴
婦
人
か
、
仏
教
言
説
か
生
活
世

界
か
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
女
神
の
姿
に
ま
で
高
め
」
　
つ
つ
も
「
『
天
女
.
一

と
し
て
『
女
』
　
の
感
じ
を
強
調
し
た
」
。
つ
ま
り
は
後
者
(
=
生
活
世

界
)
を
え
ら
ん
だ
わ
け
だ
が
、
『
霊
異
記
』
は
前
者
を
え
ら
ぴ
、
選
び

な
が
ら
も
こ
れ
を
以
て
否
定
す
べ
き
後
者
と
の
間
で
、
時
に
と
ま
ど
い
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の
表
情
を
見
せ
る
と
い
う
次
第
な
の
で
あ
る
。

上
に
見
た
『
霊
異
記
』
　
に
お
け
る
〝
性
″
　
の
語
り
の
様
態
は
、
こ
う

し
て
〝
翻
訳
″
　
の
時
代
の
言
述
の
一
つ
の
相
を
伝
え
る
も
の
と
い
わ
れ

よ
う
。
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
が
生
活
世
界
で
な
お
広
く
語
ら
れ
る
な
か
、

仏
教
言
説
の
主
体
化
を
も
っ
て
こ
れ
を
翻
訳
し
て
い
く
(
性
愛
へ
の
情

動
を
「
愛
欲
」
「
愛
心
」
、
精
液
を
「
不
浄
」
「
淫
精
」
の
語
で
語
る
)
『
霊
異

記
』
　
の
言
語
主
体
は
、
仏
教
言
説
を
も
っ
て
〝
性
″
を
抑
圧
し
、
さ
ら

に
は
そ
れ
を
通
し
て
自
ら
の
〝
性
″
を
も
呪
縛
し
な
が
ら
、
一
方
で
、

話
題
が
映
し
出
す
生
活
世
界
の
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
を
前
に
し
て
は
こ

れ
を
も
語
り
、
そ
し
て
と
ま
ど
い
、
と
ま
ど
い
の
内
に
仏
教
言
説
へ
の

回
収
を
企
て
つ
つ
も
両
者
境
界
線
上
に
た
ゆ
た
い
続
け
る
、
そ
う
し
た

言
述
の
行
為
主
体
と
し
て
あ
る
。*

さ
て
、
本
稿
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
〝
性
″
を
め
ぐ
る
『
霊
異
記
』

の
言
述
の
『
今
昔
物
語
集
』
　
へ
の
展
開
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、

こ
れ
を
詳
述
す
る
紙
幅
は
す
で
に
な
い
。
け
れ
ど
も
、
叙
上
の
着
眼
は

一
つ
の
見
通
し
を
与
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
『
今
昔
』
一
七
4
5
は

『
霊
異
記
』
中
1
3
を
出
典
と
す
る
話
題
で
あ
り
な
が
ら
、
後
者
の
「
容

好
女
」
を
「
形
チ
美
麗
ナ
ラ
ム
女
」
と
語
り
換
え
る
な
ど
い
わ
ゆ
る

『
今
昔
』
語
へ
の
翻
訳
が
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
、

も
っ
と
も
大
き
な
語
り
換
え
は
、
「
優
婆
塞
」
を
「
俗
」
と
呼
称
し
、

末
尾
『
浬
磐
経
』
引
用
を
「
此
ヲ
思
フ
こ
、
誓
ヒ
多
姪
ナ
ル
人
有
テ
、

好
キ
女
ヲ
見
テ
、
愛
欲
ノ
心
ヲ
発
ト
云
ト
モ
、
強
二
念
ヲ
繋
ル
事
ヲ
可

止
シ
。
此
レ
極
テ
無
益
ノ
事
也
」
　
に
変
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
者

は
、
結
果
、
後
段
の
暴
露
者
(
「
弟
子
」
)
　
の
存
在
と
の
孤
酷
を
き
た
し
、

後
者
は
「
画
女
(
吉
祥
天
女
)
」
　
へ
の
姪
を
「
好
キ
女
」
　
へ
の
姪
へ
と
数

宿
、
拡
大
し
た
も
の
で
、
話
題
内
容
か
ら
大
き
く
飛
躍
し
た
意
味
づ
け

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
亀
鑑
を
生
み
飛
躍
を
感
じ
さ
せ
る
語
り
換

え
は
、
後
者
の
「
此
レ
極
テ
無
益
ノ
事
也
」
と
結
ば
れ
る
教
誠
が
、
夢

中
交
合
の
後
の
優
婆
基
の
発
話
(
『
霊
異
記
』
=
「
行
者
視
て
斬
悦
ぢ
て
言

さ
く
『
我
れ
似
た
る
女
を
融
ふ
。
何
す
れ
ぞ
恭
く
天
女
専
ら
自
づ
か
ら
交
は
り

た
ま
ふ
。
』
」
)
を
「
俗
此
レ
ヲ
見
テ
、
過
ヲ
悔
テ
泣
キ
悲
テ
申
サ
ク
『
我

お
こ
す

レ
、
天
女
ノ
像
ヲ
見
奉
テ
愛
欲
ノ
心
ヲ
発
二
依
テ
、
「
天
女
二
似
タ
ラ

ム
女
ヲ
令
得
給
へ
」
ト
願
ツ
ル
二
、
番
ナ
ク
、
天
女
身
ヲ
自
ラ
ニ
交
へ

奉
ル
事
ヲ
恐
レ
嘆
ク
』
ト
」
と
変
容
さ
れ
て
い
る
の
に
対
応
、
連
動
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
を
反
仏
教
的
な
″
愛

欲
″
と
み
な
し
て
断
罪
す
る
仏
教
言
説
の
秩
序
観
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
出
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
の

は
仏
教
言
説
に
よ
る
生
活
世
界
の
〝
翻
訳
″
　
の
、
全
き
遂
行
者
、
す
な

わ
ち
『
霊
異
記
』
言
語
主
体
か
ら
〝
た
ゆ
た
い
″
〝
と
ま
ど
い
″
を
差
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し
引
い
た
、
仏
教
言
説
を
も
っ
て
生
活
世
界
の
〝
性
″
を
抑
圧
し
、
自

ら
の
〝
性
″
を
も
呪
縛
し
て
い
る
主
体
の
姿
で
あ
る
。

『
今
昔
』
の
か
か
る
主
体
の
形
成
に
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
言
説
の
浸

透
(
平
雅
行
氏
の
い
う
「
仏
教
的
理
念
を
ま
と
っ
た
新
た
な
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」
に
よ
る
「
民
衆
意
識
」
の
「
呪
縛
」
　
(
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』

完
九
二
。
会
、
三
〇
頁
等
)
)
=
仏
教
の
言
説
戦
略
が
強
く
作
用
し
て
い
よ

う
(
た
と
え
ば
、
「
絵
に
描
け
る
女
を
見
て
、
徒
ら
に
心
を
動
か
す
が
ご
と
し
」

と
、
画
女
へ
の
姪
を
「
徒
ら
」
事
と
み
な
す
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
僧
正
遍
昭

評
は
、
仏
教
言
説
に
よ
る
〝
性
″
の
抑
圧
の
浸
潤
ぶ
り
を
よ
く
伝
え
る
)
。
た

だ
し
、
そ
う
し
た
抑
圧
や
呪
縛
が
『
今
昔
物
語
集
』
編
者
を
は
じ
め
と

す
る
主
体
=
男
た
ち
に
浸
潤
し
て
い
く
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
い
く
つ

か
の
事
情
を
う
か
が
っ
て
お
い
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
安
中
期

の
「
夫
と
妻
と
が
一
生
連
れ
添
う
こ
と
を
制
度
的
に
要
請
す
る
単
婚
の

成
立
」
=
(
『
源
氏
物
語
』
の
夕
霧
の
ご
と
き
)
「
そ
そ
く
さ
と
帰
宅
す

る
」
「
公
卿
た
ち
」
　
の
出
現
(
服
藤
早
苗
氏
「
性
愛
の
変
容
」
　
(
『
女
と
班
の

時
空
』
H
、
一
九
九
六
、
三
一
一
頁
)
)
。
ま
た
、
彼
ら
を
「
お
の
が
じ
ゝ
家
路
を

急
ぐ
も
、
な
に
ば
か
り
の
里
人
ぞ
は
と
思
ひ
お
く
ら
る
」
　
(
『
紫
式
部
日

記
』
寛
弘
五
年
十
一
月
十
七
日
条
)
、
「
い
か
な
る
ま
め
人
に
か
あ
ら
ん
、

す
く
す
く
し
う
さ
し
歩
み
て
往
ぬ
る
も
あ
れ
ば
、
(
人
々
)
笑
ふ
を
、

(
清
女
)
　
『
し
ば
し
や
。
な
ど
さ
世
を
捨
て
て
急
ぎ
給
ふ
、
と
あ
り
』
な

ど
言
へ
ば
」
(
『
枕
草
子
』
七
二
段
)
と
椰
瑜
し
笑
う
、
い
わ
ば
男
の

〝
性
″
を
批
評
す
る
女
房
た
ち
の
登
場
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
に
よ
っ

て
繰
り
返
し
造
型
さ
れ
る
結
婚
(
=
性
愛
)
拒
否
の
″
か
ぐ
や
姫
″
た

ち
、
ま
た
〝
性
愛
″
我
慢
の
優
し
い
　
〝
薫
″
た
ち
、
烏
活
性
を
暴
か
れ

始
め
た
色
好
み
た
ち
、
こ
れ
ら
の
言
説
状
況
も
ま
た
、
男
た
ち
の

″
性
″
を
さ
ま
ざ
ま
に
抑
圧
、
呪
縛
し
、
萎
縮
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

男
た
ち
の
萎
縮
し
た
〝
性
″
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
は
じ
め
と
す
る

説
話
集
に
は
多
く
の
〝
性
″
描
写
が
あ
り
、
生
活
世
界
の
〝
性
愛
へ
の

情
動
″
が
語
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
は
、
語
る
男
た
ち
に

も
語
ら
れ
る
男
た
ち
に
も
萎
縮
し
た
〝
性
″
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
、

と
。け

れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
む
し
ろ
〝
萎
縮
す
る
性
が
発
効
さ
せ

た
淫
靡
な
性
幻
想
の
所
産
″
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
、
本
稿
が
話
題
に
し
て
い
る
吉
祥
天
女
譚
の
類
話
、
『
梅
沢
本
説
話

集
』
6
2
を
見
れ
ば
あ
さ
ら
か
だ
。

(
錆
拉
法
師
)
吉
祥
天
の
お
は
し
ま
し
け
る
を
見
奉
る
だ
に
思
ひ

か
け
奉
り
て
、
掻
き
抱
き
奉
り
、
引
き
折
み
奉
り
、
口
吸
う
真
似

な
ど
し
て
月
ご
ろ
経
る
程
に
、
夢
に
見
る
や
う
、
鐘
撞
き
に
上
日
ソ
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た
る
に
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
吉
祥
天
を
ま
さ
ぐ
り
奉
る
に
」

こ
れ
は
『
霊
異
記
』
譚
の
優
婆
塞
像
(
「
天
女
の
像
に
梯
ち
て
愛
欲
を

生
し
、
心
を
繋
け
て
恋
ひ
」
)
　
へ
の
、
淫
靡
な
想
像
力
を
も
っ
て
し
た
書

き
込
み
と
見
る
べ
き
も
の
。
そ
の
想
像
力
は
吉
祥
天
を
生
身
の
「
え
も

い
は
ぬ
女
房
」
と
し
て
登
場
さ
せ
、
吉
祥
天
誓
言
ど
お
り
の
「
快
楽
」

を
男
に
与
え
て
い
く
。
し
か
し
結
局
は
男
の
約
束
破
り
の
浮
気
に
よ
っ

て
す
べ
て
は
破
綻
し
、
男
は
吉
祥
天
が
「
溜
め
置
か
せ
給
へ
り
け
る
」

「
年
来
の
淫
欲
(
=
精
液
)
」
「
二
桶
」
を
賜
っ
て
、
文
字
通
り
夢
か
ら
覚

め
る
こ
と
に
な
る
。
末
尾
に
は
こ
の
鐘
撞
法
師
の
そ
の
後
が
「
い
と
貧

し
か
ら
ぬ
も
の
に
て
、
い
と
よ
く
て
、
聖
に
て
止
み
に
け
る
」
と
語
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
吉
祥
天
誓
言
の
福
徳
功
徳
に
収
放
さ
せ
て
一
話
を

結
ん
だ
も
の
。
し
た
が
っ
て
本
話
題
は
吉
祥
天
の
福
徳
霊
験
譚
の
枠
組

み
の
う
ち
に
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
を
否
定
的
に
語
っ
た
話
題
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
は
こ
う
し
て
否
定
さ

れ
た
り
笑
わ
れ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
〝
性
″

を
め
ぐ
る
行
為
は
そ
の
中
で
過
剰
に
描
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る

(
『
古
今
著
間
集
』
の
性
愛
譚
が
「
興
言
利
口
」
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思

い
出
そ
う
)
。
ま
た
、
本
『
梅
沢
本
』
話
で
誓
言
ど
お
り
に
「
快
楽
」
を

与
え
て
い
く
吉
祥
天
は
、
『
今
昔
』
一
七
3
3
の
虚
空
蔵
菩
薩
、
同
4
4
の

毘
沙
門
天
、
『
梅
沢
本
説
話
集
』
6
0
の
行
基
菩
薩
、
あ
る
い
は
い
く
つ

か
の
観
音
霊
験
譚
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
教
化
救
済
し
て
い
く
菩

薩
の
相
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
話
題
で
も
〝
性
″
を
め
ぐ
る
行

為
は
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
を
教
化
の
方

便
と
し
て
仏
教
言
説
の
う
ち
に
囲
い
込
ん
だ
も
の
に
は
か
な
ら
ず
、
か

か
る
語
り
の
内
に
発
現
す
る
過
剰
な
雄
性
″
描
写
も
ま
た
、
や
が
て
否
定

さ
れ
乗
り
越
え
ら
れ
る
予
定
調
和
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
〝
萎
縮
す
る

性
が
発
動
さ
せ
た
淫
靡
な
性
幻
想
の
所
産
″
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
古
今
集
』
仮
名
序
の
僧
正
遍
昭
評
は
先
に
か
か
げ
た
ご
と
く
だ
が
、

一
方
、
『
古
今
集
』
真
名
序
の
僧
正
遍
昭
評
に
は
「
図
に
画
け
る
好
き

女
の
、
徒
ら
に
人
の
情
を
動
か
す
が
如
し
(
如
図
画
好
女
、
徒
動
人
情
)
」

と
あ
る
。
画
女
が
人
を
挑
発
し
て
〝
性
愛
へ
の
情
動
″
を
引
き
起
こ

す
、
と
は
、
欲
情
の
因
を
人
で
は
な
く
画
女
=
吉
祥
天
に
帰
し
た
言
い

方
だ
が
、
こ
こ
に
は
『
宇
津
保
物
語
』
「
内
侍
の
か
み
(
初
秋
)
」
冒
頭

や
『
源
氏
物
語
』
帯
木
巻
〝
両
夜
の
品
定
め
″
　
に
う
か
が
え
る
、
欲
情

す
る
性
愛
神
た
る
吉
祥
天
観
と
の
接
点
が
認
め
ら
れ
る
。
感
応
す
る
吉

祥
天
か
ら
煽
情
、
欲
情
す
る
吉
祥
天
へ
の
変
貌
。
こ
れ
も
〝
萎
縮
す
る

性
が
発
動
さ
せ
た
淫
靡
な
性
幻
想
の
所
産
″
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
『
今
昔
』
一
七
4
5
の
話
末
評
に
い
う
「
多
姪
ナ
ル
人
」

と
は
、
編
者
自
身
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〔
た
け
む
ら
・
し
ん
じ
　
広
島
大
学
教
授
〕
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