
Title 泉鏡花「夫人利生記」論 : 図像と信仰
Sub Title
Author 富永, 真樹(Tominaga, Maki)

Publisher 慶應義塾大学国文学研究室
Publication year 2018

Jtitle 三田國文 No.63 (2018. 12) ,p.33- 46 
JaLC DOI 10.14991/002.20181200-0033
Abstract
Notes
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00296083-20181200-

0033

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


泉
鏡
花
「
夫
人
利
生
記
」
論

図
像
と
信
仰

富

永

真

樹

一
、
は
じ
め
に

夫
人
利
生
記
」
は
大
正
十
三
年
七
月
、『
女
性
』
第
六
巻
第
一
号
に
発

表
さ
れ
た
。
門
下
生
・
寺
木
定
芳
の

１
）

回
想
に
よ
る
と
、
本
作
品
は
故
郷
・

金
沢
に
お
け
る
鏡
花
の

２
）

体
験
に
多
く
拠
っ
て
い
る
。
本
作
品
に
つ
い
て
の

同
時
代
評
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
が
、
鏡
花
研
究
に
お
い
て
は
度
々

取
り
上
げ
ら
れ
、
摩
耶
夫
人
信
仰
を
通
し
た
作
家
の
母
へ
の
憧
憬
、
及
び

そ
の
内
実
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
野
口

３
）

武
彦
は
鏡
花
が
「
多
様
な
図
像
学

的
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
心
眼
が
と
ら
え
た
」
摩
耶

夫
人
の
「
姿
態
」、
及
び
「
幻
想
」
を
記
そ
う
と
試
み
た
と
し
た
上
で
、

「「
夫
人
利
生
記
」
の
世
界
で
は
、
作
者
は
い
く
つ
か
の
心
象
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
複
合
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
文
字
ど
お
り
の
摩
耶
夫
人
像
に
収
斂
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
解
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す

る
。

主
人
公
は
そ
の
邪
心
を
、
自
分
が
制
作
を
依
頼
し
た
夫
人
像
に
ま
で

投
影
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
盗
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
、
夫
人
像
は
、
わ
れ
と
わ
が
片
手
を
折
っ
て
示
す
。（
中
略
）
少

な
く
と
も
こ
の
作
品
世
界
で
は
、
母
性
原
理
は
他
の
も
ろ
も
ろ
の
女

性
原
理
を
収
束
し
て
莞
爾
と
ほ
ほ
え
む
。

こ
の
よ
う
に
作
中
に
最
終
的
に
立
ち
現
れ
る
摩
耶
夫
人
像
は
、
物
語
の

主
人
公
で
あ
る
樹
島
の
「
盗
み
」
へ
の
「
邪
心
」
や
欲
望
を
正
す
存
在
と

さ
れ
、
こ
う
し
た
理
解
は
以
降
の
研
究
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。

吉
村

４
）

博
任
は
「
あ
ら
か
じ
め
周
到
に
用
意
さ
れ
た
イ
コ
ン
（
画
像
）
の
象

徴
的
な
意
味
を
探
る
た
め
の
解
読
」
作
業
と
「
絵
解
き
」
の
類
似
性
を
指

摘
し
、「
象
徴
的
パ
ズ
ル
の
鍵
は
、
そ
れ
ら
の
画
像
の
背
後
に
共
通
し
て

潜
む
母
子
像
の
存
在
」
と
す
る
。

主
人
公
が
母
子
像
の
写
真
を
ひ
そ
か
に
盗
む
行
為
は
、
子
供
の
母
で

あ
り
、
他
人
の
妻
で
あ
る
女
性
へ
の
よ
こ
し
ま
な
恋
慕
で
あ
る
。
さ

ら
に
摩
耶
夫
人
像
に
そ
の
女
の
俤
を
写
し
取
る
こ
と
を
願
う
に
至
っ

て
は
、
ま
さ
に
母
子
像
の
解
体
を
意
味
す
る
。
そ
の
結
果
、
主
人
公

は
自
ら
の
母
を
も
含
め
て
、
こ
の
世
の
母
と
子
の
関
係
を
抹
殺
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
人
生
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
絵
解
き
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
末
は
す
で
に
明
ら
か

で
あ
る
。
主
人
公
は
最
後
に
摩
耶
夫
人
像
に
亡
き
母
の
俤
を
見
る
こ

と
で
こ
の
小
説
は
終
わ
っ
て
い
る
。

真
有

５
）

澄
香
は
、
修
辞
、
比
喩
表
現
を
細
か
に
追
う
中
で
本
作
品
を
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「「
摩
耶
夫
人
」
な
ら
ぬ
「
亡
母
」
と
の
再
会
を
夢
み
た
物
語
」
で
あ
り
、

「
美
し
い
人
妻
も
、
倭
文
庫
の
摩
耶
夫
人
の
姿
も
、
あ
る
い
は
、
微
笑
み

返
し
て
く
れ
た
雛
も
、
所
詮
母
の
形
代
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
母
な
る

も
の
へ
の
帰
着
と
い
う
意
味
づ
け
を
引
き
継
い
で
い
る
。
写
真
と
い
う
近

代
的
な
視
覚
メ
デ
ィ
ア
に
注
目
し
た
清

６
）

水
潤
は
、
脇

７
）

明
子
の
論
を
引
継
ぐ

か
た
ち
で
以
上
の
よ
う
な
「
亡
母
憧
憬
」
と
い
う
側
面
に
収
ま
ら
な
い
作

品
の
性
格
を
慎
重
に
検
討
し
、
作
品
最
終
部
を
「
仏
師
の
妻
の
「
像
」
を

摩
耶
夫
人
の
像
と
し
て
複
製
し
、
手
元
に
所
有
し
よ
う
と
す
る
「
試
み
」

の
「
挫
折
」」
と
意
味
づ
け
る
。
こ
れ
ら
の
論
に
お
い
て
、
樹
島
の
欲
望

と
は
人
妻
を
「
恋
慕
」
し
、「
盗
み
」
の
心
を
抱
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
秋

８
）

山
稔
は
「（
人
妻
の
写
真
に
写
る
・
引
用
者
注
）
子
供
の
代

わ
り
に
樹
島
自
身
が
「
嬰
児
」
の
母
に
抱
か
れ
る
こ
と
」「
小
児
性
を
よ

み
返
ら
せ
、
夫
人
と
の
特
別
な
結
び
つ
き
、
す
な
わ
ち
「
母
（
あ
る
い
は

姉
）

子
」
と
い
う
関
係
性
を
構
築
す
る
契
機
を
手
に
入
れ
る
の
が
、

樹
島
の
欲
望
の
内
実
」
と
す
る
。
し
か
し
最
終
的
に
作
中
で
「
無
償
の
愛

と
許
し
と
と
も
に
、
樹
島
の
指
向
す
る
欲
望
が
充
足
さ
れ
」、「
樹
島
の
指

向
は
、
煩
悩
・
欲
望
で
は
な
く
、
恩
愛
に
変
化
し
、
罪
も
罪
悪
感
も
も
は

や
生
じ
よ
う
が
な
い
」
と
す
る
点
で
は
、
他
の
研
究
と
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
夫
人
利
生
記
」
は
主
人
公
で
あ
る
樹
島
の
欲
望
が
、

最
終
的
に
母
な
る
摩
耶
夫
人
像
の
正
し
さ
と
聖
性
に
よ
っ
て
拭
わ
れ
る
、

あ
る
い
は
断
念
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
物
語
と
し
て
意
味
づ
け

ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、「
夫
人
利
生
記
」
と
は
そ
の
よ
う
に
身
体
性
を
含

ん
だ
欲
望
や
恋
情
を
否
定
す
る
物
語
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
樹
島
の
欲
望

夫
人
利
生
記
」
の
起
点
は
、
樹
島
の
「
母
の
実
家
の
檀
那
寺
な
る
、

此
の
辺
の
寺
」「
俗
に
赤
門
寺
」
で
あ
る
。「
十
八
九
年
不
沙
汰
」
は
し
た

も
の
の
、
先
祖
代
々
へ
の
読
経
を
頼
む
樹
島
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
信
仰
心
の
篤
い
人
物
と
見
て
よ
い
。
母
と
の
参
詣
の
思
い
出
を
な
ぞ
り

な
が
ら
、「
若
い
母
さ
ん
に
手
を
曳
か
れ
て
お
参
り
な
さ
つ
た
、

あ

の
、
摩
耶
夫
人
の
御
寺
」
へ
向
っ
て
歩
く
樹
島
を
突
き
動
か
す
の
は
、
亡

き
母
へ
の
思
慕
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
道
中
、
も
う
一
人
の
女
に
出
会

う
。
そ
れ
が
清
水
で
洗
濯
を
す
る
美
し
い
女
だ
っ
た
。
作
中
の
語
り
は
樹

島
の
視
線
を
追
う
よ
う
に
女
の
様
子
を
非
常
な
熱
心
さ
で
描
く
。
何
よ
り

目
を
ひ
く
の
は
、
彼
女
の
生
身
の
身
体
が
丹
念
に
観
察
さ
れ
語
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。「
久
米
の

９
）

仙
人
」
と
重
ね
ら
れ
「
面つら
は
い
つ
の
間
に
か
伸
び

て
居
る
」
樹
島
が
、
女
の
美
し
い
容
貌
と
肉
体
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
樹
島
が
身
体
的
な
欲
望
を
孕
む
視
線
に
よ
っ
て
の
み
彼

女
を
眺
め
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
言
い
き
れ
な
い
。
久
米
の
仙
人

の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
以
下
に
示
さ
れ
る
樹
島
の
欲
望
が
、
古
伝
承

や
仏
教
的
世
界
像
に
重
ね
ら
れ
つ
つ
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
は
注
意

さ
れ
る
。
一
方
、「
婦
は
人
間
離
れ
を
し
て
美
し
い
」
と
い
う
よ
う
に
彼

は
女
に
聖
な
る
も
の
を
見
出
し
て
お
り
、
さ
ら
に
言
葉
を
交
わ
す
な
か
で

「
そ
の
声
に
き
け
ば
、
一
層
奥
ゆ
か
し
く
尚
ほ
た
ふ
と
い

利
天
の
貴
女

の
、
さ
な
が
ら
の
御
か
し
づ
き
に
対
し
て
、
渠
は
思
は
ず
一
礼
」
す
る
。

樹
島
は
女
の
身
体
の
美
し
さ
を
強
調
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
神
聖
な
存
在
へ

と
繫
い
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。「

利
天
」
は
釈
迦
出
産
後
七
日
目
に
没
し

た
摩
耶
夫
人
が
迎
え
ら
れ
た
喜
見
城
の
あ
る
場
所
で
あ
り
、「

利
天
の

―34―



貴
女
」
は
摩
耶
夫
人
に
つ
な
が
る
存
在
を
想
起
さ
せ
る
。

女
と
言
葉
を
交
わ
す
た
め
に
「
知
ら
ず
に
聞
い
た
路
で
は
な
か
つ
た
」

路
を
あ
え
て
尋
ね
た
樹
島
は
、
摩
耶
夫
人
の
寺
で
あ
る
蓮
行
寺
に
到
着

し
、「
虹
の
欄
間
に
掛
け
な
ら
べ
た
、
押
絵
の
有
名
な
額
」
を
眺
め
る
。

後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
の
押
絵
は
合
巻
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』（
万
亭
応

賀
作
、
弘
化
二
年
〜
明
治
四
年
、
以
下
、『
倭
文
庫
』）
の
挿
絵
の
う
ち
摩

耶
夫
人
に
よ
る
釈
迦
の
懐
妊
と
そ
の
誕
生
の
場
面
が
選
ば
れ
制
作
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
樹
島
は
押
絵
の
中
の
半
立
体
の
女
の
身

体
に
着
目
す
る
。「
畳
の
足
は
お
の
づ
か
ら
爪
立
た
れ
」
る
ほ
ど
に
彼
を

強
く
惹
き
つ
け
た
要
素
は
い
く
つ
か
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
つ
が
「
肩
も
背

も
半
身
の
膚はだへあ
ら
わ
」
な
押
絵
の
中
の
摩
耶
夫
人
の
肉
体
の
美
で
あ
る
こ

と
は
確
か
だ
ろ
う
。
次
い
で
樹
島
は
「
摩
耶
夫
人
の
御
堂
の
壇
の
片
隅

に
、
千
枚
の
歌
留
多
を
乱
し
て
積
ん
だ
や
う
な
写
真
」
に
視
線
を
転
ず

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
再
び
先
の
美
し
い
女
の
像
を
発
見
し
た
樹
島
が
思
わ

ず
女
の
写
真
に
手
を
伸
ば
し
た
瞬
間
、「
人
気
勢

ひ
と
け
は
ひ

」
を
感
じ
、「
あ
か
く

な
」
る
と
同
時
に
彼
の
中
に
「
八
歳
か
、
九
歳
の
頃
」
の
あ
る
欲
望
の
記

憶
が
甦
る
。
幼
い
樹
島
が
欲
し
た
も
の
の
一
つ
は
古
道
具
屋
の
玩
具
の

「
化
払
子

ば
け
ほ
つ
す

」
だ
っ
た
が
、
彼
が
こ
れ
を
与
え
ら
れ
た
契
機
は
、
こ
の
玩
具

を
欲
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
古
道
具
屋
で
毎
日
見

て
い
た
の
は
「
心
を
籠
め
て
、
ぢ
つ
と
凝
視
み
つ
め

る
の
を
、
毎
日
の
や
う
に
、

凡
そ
七
日
十
日
に
及
ぶ
と
」「
莞
爾
につこり

と
笑
ふ
と
い
ふ
の
を
聞
い
た
」
雛
人

形
で
あ
っ
た
。
幼
い
樹
島
が
そ
の
雛
人
形
の
笑
顔
に
亡
き
母
を
見
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
真
に
欲
し
て
い
た
雛
で

は
な
く
、
そ
の
代
替
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
た
欲
し
て
い
た
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
払
子
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
写
真
に
手
を

伸
ば
し
た
際
に
「
お
な
じ
思
が
胸
を
打
つ
た
」
と
語
ら
れ
る
「
思
」
と

は
、
母
へ
の
思
慕
、
所
有
へ
の
欲
求
、
盗
心
と
い
っ
た
様
々
な
欲
望
が
混

在
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
、
夫
人
堂
の
女

に
写
真
の
「
拝
借
」
を
頼
ん
だ
樹
島
は
、「
よ
そ
の
女
を
恋
」
い
、
そ
の

像
を
手
元
に
置
く
こ
と
を
欲
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
幼
時
の
回
想
が
挿
入

さ
れ
る
こ
と
で
、
亡
母
へ
の
思
い
が
欲
望
や
「
盗
心
」
と
い
っ
た
恥
ず
べ

き
欲
求
と
代
替
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
樹
島
は
写
真
を
手
に
再
度
清
水
の
場
に
戻
る
が
、
取
り
出
し

た
写
真
の
中
で
目
に
し
た
の
は
、
信
じ
が
た
い
像
で
あ
っ
た
。「
如
何
に
、

如
何
に
、
写
真
が
歴あり
々〳

〵

と
胸
に
抱
い
て
居
た
、
毛
糸
帽
子
、
麻
の
葉
鹿
の

子
の
む
つ
ぎ
の
嬰あか
児んぼ
が
、
美
女
の
袖
を
消
え
て
、
拭
つ
て
除
つ
た
や
う

に
、
な
く
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
」。
こ
の
写
真
の
変
化
は
先
行
研
究
に

お
い
て
度
々
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
が
、
子
ど
も
を
取
り
去
る
こ

と
で
人
妻
を
一
人
の
女
と
す
る
こ
と
へ
の
欲
望
を
示
す
も
の
か
、
あ
る
い

は
自
ら
が
そ
の
子
ど
も
の
位
置
へ
収
ま
る
こ
と
へ
の
欲
望
を
示
す
も
の

か
、
一
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
確
か
な
の
は
、
女
の

写
真
を
、
あ
る
い
は
写
真
の
女
を
恋
い
求
め
る
欲
望
が
罪
悪
と
し
て
樹
島

に
意
識
さ
れ
表
象
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
写
真
の
変
化
は
そ
の
鮮
明
な

証
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

樹
島
は
慌
て
て
写
真
を
戻
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
欲
望
が
消
え
る

わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
仏
師
に
摩
耶
夫
人
像
を
注
文
し
、
そ
こ
で
再
び
先

の
美
し
い
女
に
出
会
う
。「
か
た
〳
〵
草
双
紙
風
俗
に
と
お
願
ひ
申
し
た

ほ
ど
な
ん
で
す
。

本
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

利
天
の
お
姿
で
は
勿

体
な
い
と
思
ふ
の
で
す
か
ら
」
と
い
う
よ
う
に
、
樹
島
は
摩
耶
夫
人
像
に

「
本
式
」
の
「

利
天
」
の
姿
で
は
な
く
『
倭
文
庫
』
の
姿
を
あ
て
る
こ
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と
を
希
望
す
る
の
だ
が
、
先
の
女
が
仏
師
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

そ
の
言
は
去
り
際
に
覆
さ
れ
る
。

樹
島
は
、
た
ゞ
一
目
散
に
停
車
場

ステエシヨン
へ
駈
つ
け
て
、
一
い
き
に
東
京
へ

遁
げ
か
へ
る
覚
悟
を
し
て
言
つ
た
。

御
新
姐
の
似
顔
な
ら
ば
本
懐
で
す
。」

母
の
面
影
を
辿
り
た
い
と
い
う
当
初
の
願
い
は
人
妻
の
像
を
所
有
す
る
欲

望
へ
と
結
び
つ
く
の
だ
が
、
そ
の
欲
望
は
身
体
的
な
欲
求
を
孕
む
と
同
時

に
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
帰
京
後
に
仏
師
か
ら
届

け
ら
れ
た
小
包
を
開
け
る
樹
島
の
様
子
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

の
ち
二
日
目
の
午
後
、
小
包
が
届
い
た
の
で
あ
る
。
お
医
師
い
し
や

を
煩
は

す
ほ
ど
で
も
な
か
つ
た
。
が
、
繃
帯
し
た
手
に
、
待
ち
こ
が
れ
た
包

を
解
い
た
、
真
綿
を
幾
重
に
も
分
け
な
が
ら
。

両
手
に
う
け
て
捧
げ
参
ら
す

罰
当
り
…
…
頰
を
、
唇
を
、
と

思
つ
た
の
が
、
面
を
合
す
と
、
仏
師
の
若
き
妻
の
面
で
な
い

幼

い
時
を
、
そ
の
ま
ゝ
に
、
夢
に
も
忘
れ
ま
じ
き
、
な
き
母
の
面
影
で

あ
つ
た
。

頰
を
、
唇
を
」
と
求
め
る
樹
島
が
、
身
体
的
な
欲
望
を
摩
耶
夫
人
像

に
見
出
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
自
認
さ
れ
る
よ
う
に
「
罰

当
り
」
な
、
ま
さ
し
く
一
種
の
罪
悪
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
の
罪
悪
は
、
否

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
。

三
、『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
へ
の
回
路

こ
の
問
題
を
考
え
る
鍵
と
し
て
、
作
中
で
描
か
れ
る
『
倭

10
）

文
庫
』
を
取

り
上
げ
る
。『
倭
文
庫
』
は
「
夫
人
利
生
記
」
に
お
い
て
二
度
登
場
す
る
。

第
一
は
蓮
行
寺
で
樹
島
が
眺
め
る
押
絵
の
中
、
第
二
は
樹
島
が
仏
師
に
摩

耶
夫
人
像
を
依
頼
す
る
際
で
あ
る
。「
夫
人
利
生
記
」
に
お
け
る
『
倭
文

庫
』
に
つ
い
て
は
生
島

11
）

遼
一
、
松
原

12
）

秀
江
に
よ
る
言
及
が
あ
る
が
、
そ
の

影
響
を
本
格
的
、
か
つ
丹
念
な
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
秋

13
）

山
稔
で
あ
る
。
秋
山
は
作
中
の
摩
耶
夫
人
の
寺
・
蓮
行
寺
の
モ
デ
ル
で
あ

る
真
成
寺
に
納
め
ら
れ
た
押
絵
の
存
在
を
指
摘
し
、
両
者
の
比
較
を
行
っ

て
い
る
。
鬼
子
母
神
を
祀
る
真
成
寺
に
納
め
ら
れ
た
押
絵
に
「
夫
人
利
生

記
」
の
押
絵
の
記
述
と
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
蓮
行
寺
と
同
様

に
、
真
成
寺
の
押
絵
も
二
点
を
除
い
て
い
ず
れ
も
『
倭
文
庫
』
の
挿
絵
・

口
絵
を
出
典
と
し
て
い
る
。
秋
山
は
そ
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
が
、
そ
の
内
、
唯
一
摩
耶
夫
人
が
描
か
れ
て
い
る
押
絵
に
「
真
成
寺
の

鬼
子
母
神
の
逸
話
や
釈
迦
出
家
前
後
を
中
心
と
す
る
押
し
絵
の
額
が
、

『
夫
人
利
生
記
』
で
「
摩
耶
夫
人
の
御
あ
り
さ
ま
」
を
描
い
た
も
の
に
な

っ
た
契
機
」
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
左
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

（
宮
地
民
奉
納
）
は
、
唯
一
白
木
の
額
で
、
中
央
に
燭
台
が
あ

り
、
左
に
雲
に
乗
っ
て
白
象
に
駕
し
た
貴
女
が
長
い
巻
物
を
読
ん
で

い
る
。
右
に
は
座
布
団
の
上
に
座
っ
た
殿
様
ら
し
き
人
物
が
脇
息
に

も
た
れ
て
、
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
す
ぐ
右
後
ろ
に
は
枕
を
手

に
し
た
奥
方
ら
し
き
女
が
立
っ
て
同
じ
く
そ
ち
ら
に
顔
を
向
け
て
聞

い
て
い
る
様
子
を
描
い
た
押
絵
で
あ
る
。
こ
の
出
典
は
、『
倭
文
庫
』

第
九
編
口
絵
（
巻
末
の
Ⅳ
｜
１
）、
同
じ
く
第
九
編
八
ウ
、
九
オ

（
巻
末
の
Ⅳ
｜
２
）
で
両
者
を
併
せ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
口

絵
に
は
、「
悉
達
太
子
霊
夢
に
普
賢
菩
薩
に
見
え
給
ふ
」
と
い
う
詞

書
き
が
あ
る
。「
霊
夢
」
で
、
遊
女
実
は
普
賢
菩
薩
と
語
り
合
う
場

面
で
あ
る
。
八
ウ
、
九
オ
の
挿
絵
は
、
遊
女
が
「
普
賢
菩
薩
」
だ
と

知
っ
て
合
掌
す
る
場
面
、「
罪
咎
と
思
ひ
し
も
、
是
れ
皆
母
君
摩
耶
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夫
人
の
為
め
に
此
の
上
も
無
き
、
大
善
根
」
だ
と
説
明
し
、「
浄
土

へ
赴
く
」
よ
う
勧
め
る
場
面
で
あ
る
。

実
在
す
る
こ
の
押
絵
が
、「
夫
人
利
生
記
」
に
描
か
れ
る
「
牙
の
六
つ
あ

る
大
白
象
の
背
に
騎
し
て
、
兜
率
天
よ
り
し
て
雲
を
下
つ
て
、
白
衣
の
夫

人
の
寝
姿
の
夢
枕
に
立
た
せ
た
ま
ふ
一
枚
」
と
図
像
に
お
い
て
類
似
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
故
郷
・
金
沢
へ
の
旅
行
時
に
蓮
行
寺
の
押
絵

を
目
に
し
た
鏡
花
が
、
こ
の
一
枚
か
ら
「
夫
人
利
生
記
」
の
発
想
を
得
た

可
能
性
は
十
分
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
真
成
寺
の
押
絵
に
描
か
れ

る
第
九
編
口
絵
の
物
語
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
と
の
き
っ
か
け
は
太
子
が
九
歳
の
と
き
、
悪
学
僧
に
「
正
真
の

14
）

御
仏
」
を
拝
む
こ
と
が
出
来
る
場
所
と
し
て
「
淫
肆
」（
傾
城
町
）
を
教

え
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
亡
き
母
・
摩
耶
夫
人
へ
の
思
慕
を
重
ね
る
ば
か

り
で
あ
っ
た
太
子
は
、
御
仏
を
拝
み
母
の
「
御
菩
提
」
を
弔
お
う
と
師
に

内
密
に
淫
肆
へ
出
か
け
る
が
、
金
を
持
た
ぬ
ゆ
え
に
追
い
返
さ
れ
る
。
以

降
太
子
は
師
の
金
を
盗
ん
で
は
淫
肆
に
通
う
が
、
つ
い
に
は
「
蔵
王
如
来

は
閻
浮
檀
金
」
と
い
う
の
を
聞
き
、
こ
れ
に
短
刀
を
振
り
上
げ
た
と
こ
ろ

を
止
め
ら
れ
、
淫
肆
通
い
を
や
め
る
。
数
年
後
の
あ
る
晩
、
太
子
の
夢
に

淫
肆
の
遊
女
が
現
れ
、「
母
君
摩
耶
夫
人
の
御
菩
提
を
、
吊
ら
ひ
給
ふ
御

志
」
が
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
「
御
恨
を
、
述
べ
に
是
迄
参
り
侍

る
」
と
告
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
太
子
は
過
去
の
自
ら
の
浅
ま
し
い
行
い

を
挙
げ
、「
冥
土
の
母
君
は
、
麿
故
に
猶
苦
し
み
を
、
受
け
給
は
ん
と
身

を
悔
い
て
」
い
る
こ
と
を
語
る
。
遊
女
は
太
子
が
「
衆
生
を
済
度
の
其
の

為
に
、
生
れ
給
ひ
し
御
身
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
ち
「
其
の
罪
咎
と

思
ひ
し
も
、
是
れ
皆
母
君
摩
耶
夫
人
の
菩
提
の
為
め
に
此
の
上
も
無
き
、

大
善
根
」
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
摩
耶
夫
人
は
現
在
帝
釈
天
の
后
姫
と
な

っ
て

利
天
の
喜
見
城
に
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
遊
女
は
、
正
体
で
あ
る

「
正
真
の
普
賢
菩
薩
」
と
な
っ
て
白
象
に
乗
り
帰
っ
て
ゆ
く
。

以
上
が
該
当
箇
所
の
物
語
内
容
だ
が
、「
夫
人
利
生
記
」
の
筋
立
て
と

の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
る
。
人
妻
の
像
を
恋
し
が
り
、
そ
の
所
有
を
望
ん

だ
樹
島
の
「
盗
心
」
は
、
黄
金
を
盗
ん
で
淫
肆
に
出
か
け
た
太
子
の
罪
と

重
な
る
。
さ
ら
に
、
樹
島
の
そ
う
し
た
欲
望
の
根
源
に
は
亡
き
母
へ
の
思

慕
が
あ
っ
た
。
太
子
も
同
様
に
、
そ
の
「
罪
咎
」
は
母
・
摩
耶
夫
人
の
菩

提
を
弔
い
た
い
と
い
う
想
い
に
突
き
動
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
母
へ
の
思
い
の
た
め
に
罪
を
犯
す
点
に
お
い
て
、
樹
島
は
『
倭
文

庫
』
に
描
か
れ
る
太
子
と
境
遇
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類
似
は

既
に
秋
山
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
点
は
首
肯
す
べ
き
だ
が
、

「
問
題
は
、
樹
島
の
欲
望
が
ど
の
よ
う
に
収
斂
す
る
か
と
い
う
点
」
と
し

た
上
で
「
結
末
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
罪
を
不
問
に
し
、
生
命
の
危
機
に
際

し
て
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
無
償
の
愛
と
許
し
と

と
も
に
、
樹
島
の
指
向
す
る
欲
望
が
充
足
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
づ
け
に

は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、「
夫
人
利
生
記
」
の
末
尾
部
分
を
引
用
し
た
い
。

樹
島
の
事
を
こ
ゝ
に
記
し
て

筆
者
は
、
無
憂
樹
、
峰
茶
屋
心
中
、
な
ほ
夫
人
堂
な
ど
、
両
三

度
、
摩
耶
夫
人
の
御
像
みすがた

を
写
さ
う
と
し
た
。
い
ま
ま
た
繰
返
し
な
が

ら
、
そ
の
面
影
の
影
ら
し
い
影
を
さ
へ
、
描
き
得
な
い
拙
さ
を
、
恥

ぢ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
…

樹
島
の
物
語
が
結
ば
れ
た
後
、
以
上
の
よ
う
に
鏡
花
を
想
わ
せ
る
「
筆

者
」
が
姿
を
現
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
展
開
さ
れ
て
き
た
樹
島
の
物
語
が

「
筆
者
」
鏡
花
に
よ
っ
て
「
摩
耶
夫
人
の
御
像
」
を
写
す
た
め
に
執
筆
さ

―37―



れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
読
者
に
強
く
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
鏡
花
が
描
こ
う
と
し
た
「
摩
耶
夫
人
の
御
像
」
あ
る
い
は
「
面

影
」
と
は
、
作
中
で
樹
島
の
目
前
に
最
終
的
に
現
れ
る
母
の
似
姿
で
あ
る

以
上
に
、
そ
れ
を
含
め
た
樹
島
の
物
語
全
体
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
と
き
私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
は
、「
罰
あ
た
り
」
な
欲
望

を
抱
く
人
物
で
あ
る
樹
島
が
あ
え
て
選
ば
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
彼
を
経

る
こ
と
で
物
語
が
到
り
着
き
得
た
も
の
で
あ
る
。『
倭
文
庫
』
の
太
子
の

「
罪
咎
」
が
、「
只
一
条
に
世
に
無
き
母
を
、
慕
ひ
て
恋
慕
渇
仰
し
た
る
、

功
徳
」
で
「
摩
耶
夫
人
の
菩
提
の
為
め
に
此
の
上
も
無
き
、
大
善
根
」
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
樹
島
の
欲
望
と
罪
悪
と
は
末
尾
の
摩
耶
夫
人
像
に
辿
り

着
く
ま
で
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
。
で
は
、
鏡
花
は
そ
の
摩
耶

夫
人
像
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
。
作
中
に
登
場
す
る
図
像
か
ら
考
え

る
。

四
、
図
像
の
反
復
、
共
有

夫
人
利
生
記
」
は
「
美
麗
な
婦
」
の
「
写
真
」
を
語
る
こ
と
で
物
語

の
幕
を
開
け
る
。
こ
れ
は
本
作
品
に
お
い
て
図
像
が
大
き
な
意
味
を
も
つ

こ
と
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
冒
頭
文
は
次
の
よ
う
に
締
め

く
く
ら
れ
る
。「
一
時
間
ば
か
り
前
の
事
。

樹
島
は
背
戸
畑
の
崩
れ

た
、
此
の
日
当
り
の
土
手
に
腰
を
掛
け
て
憩
ひ
つ
つ
、

い
ま
言
ふ

そ
の
写
真
の
ぬ
し
を
正
の
も
の
で
見
た
の
で
あ
る
」。
こ
の
一
文
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
語
り
手
は
時
間
を
操
作
し
な
が
ら
物
語
を
展
開
し
て
ゆ

く
。
そ
の
中
で
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
図
像
を
め
ぐ
る
反
復
、
及
び
重

層
で
あ
る
。
幼
い
記
憶
の
宿
る
地
を
再
び
歩
く
よ
う
に
、
あ
る
い
は
美
し

い
女
を
再
び
写
真
の
中
で
見
る
よ
う
に
、「
夫
人
利
生
記
」
で
は
様
々
な

も
の
が
反
復
さ
れ
重
な
る
こ
と
で
、
あ
る
も
の
を
共
有
し
て
ゆ
く
。
そ
し

て
そ
の
際
、
写
真
、
押
絵
、
雛
人
形
、
仏
像
と
い
っ
た
図
像
が
大
き
な
役

割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
登
場
す
る
人
妻
を
写
し
た
「
写
真
」
は
「
蓮
行
寺
の
摩
耶
夫
人

の
御
堂
の
壇
の
片
隅
に
、
千
枚
の
歌
留
多
を
乱
し
て
積
ん
だ
や
う
な
写

真
」
の
一
枚
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ

る
。

た
と
へ
ば
千
枚
千
人
の
婦
女
が
、
一
人
づ
ゝ
皆
嬰
児
あ
か
ご

を
抱
い
て
居

る
。
お
産
の
祈
願
を
し
た
も
の
が
、
礼
詣
り
に
供
ふ
る
の
で
、
即
ち

活
き
た
ま
ゝ
の
絵
馬
で
あ
る
。（
中
略
）
恁
う
し
た
写
真
は
、
公
開

し
た
も
お
な
じ
で
あ
る
。
産
の
安
ら
か
さ
に
、
児
の
す
こ
や
か
さ

に
、
い
づ
れ
願
ほ
ど
に
あ
や
か
る
た
め
、
そ
の
一
枚
を
選
ん
で
借
り

て
、
ひ
そ
か
に
持
帰
る
事
を
許
さ
れ
て
居
る
。
た
ゞ
し
遅
速
は
お
い

て
、
複
写
し
て
、
夫
人
の
御
人
々
御
中
に
返
し
た
て
ま
つ
る
べ
き
事

は
言
ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。

既
に
清

15
）

水
潤
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
が
、
蓮
行
寺
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
真
成

寺
に
は
写
真
を
奉
納
す
る
同
様
の
習
俗
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
「
オ
ア
ズ

ケ
」
と
い
い
、「
あ
る
年
齢
ま
で
と
限
っ
て
、
子
供
の
氏
名
・
年
齢
と
と

も
に
写
真
を
献
ず
る
の
で
あ
る
。
坊
主
は
そ
れ
を
祭
壇
に
飾
っ
て
毎
日
祈

禱
す
る
。
毎
月
八
日
に
は
、
親
は
お
あ
ず
け
し
た
子
を
連
れ
て
お
参
り

16
）

す
る
」
と
い
う
。
こ
の
風
習
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
断
言
は
で
き
な
い
が
、
写
真
が
「
活
き
た
ま
ゝ
の
絵
馬
」、
及
び
次

の
参
拝
者
の
一
種
の
お
守
り
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
側
面
は
、
鏡
花
独

自
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

本
作
品
に
お
い
て
、
奉
納
さ
れ
た
写
真
が
単
に
人
物
を
写
し
た
記
録
以
上
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の
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
活
き
た
ま
ゝ
の
絵
馬
」
と

い
う
語
が
よ
く
表
す
よ
う
に
、
写
真
に
は
個
々
の
生
活
を
生
き
る
女
ひ
と

り
ひ
と
り
が
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
個
人
を
写
し
て
い
る

は
ず
の

17
）

写
真
は
、
も
う
一
つ
の
像
を
背
後
に
負
う
。
そ
れ
が
摩
耶
夫
人
像

で
あ
る
。
新
た
な
参
詣
者
は
、
女
た
ち
の
像
の
奥
に
摩
耶
夫
人
の
功
徳
を

見
出
し
、
摩
耶
夫
人
へ
の
祈
願
を
込
め
て
そ
の
写
真
を
所
有
す
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
二
重
の
物
語
を
体
現
し
た
図
像
と
い
え

る
。こ

う
し
た
性
格
は
次
に
描
か
れ
る
押
絵
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

聞
け

時
に
、
こ
の
虹
の
欄
間
に
掛
け
な
ら
べ
た
、
押
絵
の
有
名

な
額
が
あ
る
。

い
ま
天
守
を
叙
し
た
、
其
の
城
の
奥
々
の
婦
人

た
ち
が
丹
誠
を
凝
し
た
細
工
で
あ
る
。

万
亭
応
賀
の
作
、
豊
国
画ゑがく。
錦
重
堂
板
の
草
双
紙
、

そ
の
頃

江
戸
で
出
版
し
て
、
文
庫
蔵
が
建
つ
た
と
伝
ふ
る
ま
で
世
に
行
わ
れ

た
、
釈
迦
八
相
倭
文
庫
の
挿
画
の
う
ち
、
摩
耶
夫
人
の
御
あ
り
さ
ま

を
、
絵
の
ま
ゝ
羽
二
重
と
、
友
染
と
、
綾
、
錦
、
ま
た
珊
瑚
を
さ
へ

鏤ちりばめ
て
肉
置
の
押
絵
に
し
た
。
…
…

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
押
絵
も
ま
た
真
成
寺
に
実
在
す
る
。
し
か
し
真
成

寺
の
押
絵
は
「
安
井
占
社
中
の
女
性
と
当
時
の
住
職
」
に
よ
っ
て
明
治
三

十
年
付
近
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で

18
）

あ
り
、
よ
っ
て
「
城
の
奥
々
の
婦
人
た

ち
」
の
手
に
よ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
鏡
花
の
創
作
と
考
え
て
よ
い
。

作
中
の
押
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
『
倭
文
庫
』
の
摩
耶
夫
人
の
懐
妊
か

ら
出
産
ま
で
の
物
語
で
あ
る
が
、
既
に
秋
山
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ

ら
は
全
て
『
倭
文
庫
』
に
収
載
さ
れ
る
豊
国
の
挿
絵
に
該
当
、
あ
る
い
は

類
似
し
て
い
る
。
さ
ら
に
押
絵
に
描
か
れ
る
物
語
は
「
わ
れ
ら
町
人
の
爺

媼
の
風
説
う
は
さ

で
あ
ら
う
が
、
矯
曇
弥
（
摩
耶
夫
人
の
姉
。
共
に
浄
飯
王
に
嫁

入
り
す
る
が
、
王
に
愛
さ
れ
、
懐
妊
し
た
妹
に
嫉
妬
す
る
・
引
用
者
注
）

の
呪
詛
の
ろ
ひ

の
押
絵
は
、
城
中
の
奥
の
う
ち
、
御
台
、
正
室
で
は
な
く
、
却
つ

て
当
時
の
、
側
室
、
愛
妾
の
手
に
成
つ
た
の
だ
と
言
ふ
」、「
牙
の
六
つ
あ

る
大
白
象
の
背
に
騎
し
て
、
兜
率
天
よ
り
し
て
雲
を
下
つ
て
、
白
衣
の
夫

人
の
寝
姿
の
夢
枕
に
立
た
せ
た
ま
ふ
一
枚
」
及
び
「
釈
尊
降
誕
の
一
面
と

は
、
と
も
に
城
の
正
室
の
細
工
だ
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
側

室
、
正
室
と
い
っ
た
「
城
の
奥
々
の
婦
人
た
ち
」
の
物
語
と
密
接
に
関
わ

り
あ
う
。
加
え
て
こ
れ
ら
の
押
絵
に
は
「
み
ど
り
児
の
頸
を
蔽
ふ
優
し
き

黒
髪
は
、
い
か
な
る
女
子
の
か
、
活
髪
を
そ
の
ま
ま
に
植
ゑ
て
あ
る
」
と

さ
れ
、『
倭
文
庫
』
に
お
け
る
摩
耶
夫
人
の
物
語
を
表
象
し
な
が
ら
も
、

そ
の
作
り
手
と
し
て
背
後
に
控
え
る
女
た
ち
の
存
在
を
濃
厚
に
感
じ
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
倭
文
庫
』
自
体
が
釈
迦
の
伝
記
を
現
代
化
し
た

翻
案
物
で
あ
り
、
読
者
は
同
時
代
の
風
俗
を
生
き
る
摩
耶
夫
人
や
釈
迦
の

似
姿
の
背
後
に
、
聖
な
る
存
在
の
物
語
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

細
田
あ
や
子
は
、
祈
り
の
場
に
お
け
る
図
像
の
性
格
を
以
下
の
よ
う
に

論
じ
て

19
）

い
る
。

教
え
を
語
っ
た
人
物
（
釈
迦
や
イ
エ
ス
）
が
、
死
後
人
び
と
に
よ
っ

て
語
り
継
が
れ
、
信
仰
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
語
り
継
ぐ
こ
と
と

は
、
図
像
化
し
提
示
す
る
こ
と
も
含
む
。
そ
う
し
て
描
か
れ
た
図
像

に
祈
り
を
捧
げ
、
儀
礼
を
行
い
、
図
像
を
絵
解
き
し
な
が
ら
、
信
仰

者
た
ち
は
（
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
）
超
越
者
、
救
済
者
に
つ
い
て

語
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
宗
教
美
術
の
意
義
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
祈
り
の
場
に
お
け
る
図
像
と
は
、
語
る
べ
き
、
読
み
取
ら
れ
る
べ

き
物
語
を
背
後
に
負
い
な
が
ら
、
見
る
者
で
あ
る
無
数
の
個
人
に
物
語
の
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「
追
体
験
」
及
び
「
共
感
」「
自
己
の
投
影
」
を
ゆ
る
す
図
像
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
「
夫
人
利
生
記
」
に
お
け
る
蓮
行
寺
の
描
写
に
注
目
し
た

い
。「
祖
師
堂
」
と
区
切
ら
れ
た
「
摩
耶
夫
人
の
御
堂
」
に
は
「
雛
壇
」

に
似
た
壇
が
あ
り
、「
女
郎
花
」
と
女
児
の
誕
生
を
予
言
す
る
「
紅
の
腹

帯
」
の
前
で
老
女
と
丸
髷
の
若
い
女
が
拝
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、「
細
く

開
い
た
琴
柱
窓
」
か
ら
見
え
る
と
さ
れ
る
「
町
中
を
流
る
ゝ
川
」
と
さ
れ

る
の
は
、「
女
川
」
と
呼
ば
れ
る
浅
野
川
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
樹

島
が
訪
れ
る
蓮
行
寺
は
女
た
ち
の
祈
り
の
場
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
が
蓮
行
寺
の
図
像
を
見
な
が
ら
読
み
取
り
共

感
し
た
の
は
、
自
ら
と
同
じ
母
と
し
て
の
摩
耶
夫
人
の
物
語
で
あ
っ
た
ろ

う
。次

に
登
場
す
る
雛
人
形
に
、
幼
い
樹
島
に
よ
っ
て
母
の
面
影
が
重
ね
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
雛
人
形

は
、
仏
師
の
妻
の
子
に
よ
る
「
坊
、
の
ん
だ
の
、
の
ゝ
様
の
お
つ
ぱ
い
。

お
雛
様
の
や
う
な
、
の
ゝ
様
の
お
つ
ぱ
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て

摩
耶
夫
人
と
接
続
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
写
真
、
押
絵
、
雛
と
い
う
図

像
は
、
い
ず
れ
も
個
別
の
物
語
の
背
後
に
普
遍
的
な
物
語
を
有
す
る
二
重

の
物
語
で
あ
り
、
と
も
に
摩
耶
夫
人
と
い
う
存
在
を
中
心
に
お
い
た
同
心

円
の
重
層
と
反
復
の
な
か
で
摩
耶
夫
人
の
存
在
が
読
者
に
意
識
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
摩
耶
夫
人
に
二
重
化
さ
れ
る
の
が
、
樹
島
に
と
っ
て
の
母

の
存
在
で
あ
る
。
母
た
る
べ
き
女
た
ち
に
よ
っ
て
読
み
取
ら
れ
た
摩
耶
夫

人
の
物
語
は
、
樹
島
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
の
立
場
か
ら
読
み
取

ら
れ
る
母
、
さ
ら
に
言
え
ば
失
わ
れ
た
母
の
物
語
と
な
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
樹
島
の
物
語
で
あ
り
、
同
時
に
釈
迦
の
物
語
で
も
あ
る
。
一
枚
の

女
の
写
真
か
ら
は
じ
ま
り
、
幾
千
の
母
た
ち
の
写
真
、
普
遍
的
な
母
・
摩

耶
夫
人
の
押
絵
を
通
っ
て
樹
島
の
母
の
面
影
と
し
て
の
雛
人
形
へ
行
き
着

く
図
像
の
重
層
と
反
復
は
、
摩
耶
夫
人
の
普
遍
的
な
物
語
と
、
樹
島
に
と

っ
て
の
母
と
い
う
個
人
的
な
物
語
と
を
根
源
的
な
領
域
で
結
び
合
わ
せ
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
問
題
に
行
き
当
た
る
。
す
な
わ
ち
、「
夫
人
利
生

記
」
に
描
か
れ
る
種
々
の
図
像
を
通
し
て
、
物
語
は
ど
の
よ
う
な
摩
耶
夫

人
像
に
焦
点
を
結
ぶ
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
鏡
花
は
最
終
的
に
ど
の
よ

う
に
そ
の
「
面
影
」
を
描
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い

え
ば
、
私
た
ち
は
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
本

作
品
に
お
い
て
摩
耶
夫
人
そ
の
も
の
の
姿
が
決
し
て
描
か
れ
な
い
た
め
で

あ
る
。
絵
馬
と
し
て
の
写
真
、『
倭
文
庫
』
の
押
絵
、
古
道
具
屋
の
雛
人

形
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
摩
耶
夫
人
の
代
替
、
似
姿
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ら

の
固
有
の
物
語
を
持
つ
者
同
士
が
共
有
す
る
、
摩
耶
夫
人
と
い
う
普
遍
的

な
物
語
は
、
空
洞
と
し
て
読
者
の
前
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意

味
に
お
い
て
、
蓮
行
寺
の
夫
人
堂
に
お
け
る
摩
耶
夫
人
像
が
描
か
れ
な
い

の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。「
摩
耶
夫
人
の
御
像
を
写
さ
う
と
し
た
」

鏡
花
は
、「
面
影
」
を
描
か
な
い
と
い
う
選
択
を
行
っ
た
。
あ
る
い
は

「
描
き
得
な
い
」
こ
と
を
描
く
、
と
い
う
選
択
を
行
っ
た
。
作
中
の
図
像

が
幾
重
に
も
重
な
る
こ
と
で
立
ち
現
れ
、
さ
ら
に
作
家
に
よ
っ
て
描
か
れ

る
こ
と
を
目
指
さ
れ
た
摩
耶
夫
人
像
は
、
最
終
的
に
非
在
と
し
て
読
者
の

前
に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

五
、
非
在
の
先
に
あ
る
も
の

で
は
、
な
ぜ
鏡
花
は
摩
耶
夫
人
の
「
面
影
」
を
描
か
な
い
と
い
う
選
択
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を
行
っ
た
の
か
。
な
ぜ
、
そ
の
姿
や
図
像
を
写
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の

か
。
こ
こ
で
、
真
成
寺
に
実
存
す
る
も
う
一
枚
の
押
絵
に
つ
い
て
考
え
た

い
。
こ
の
押
絵
に
関
す
る
秋
山
に
よ
る
解
説
を
再
び
引
用
す
る
。

⑤
（
笠
嶋
小
梅
子
奉
納
）
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
姿
の
二
人
の
仏
師
が

鑿
と
小
槌
を
手
に
し
て
仏
像
を
刻
ん
で
い
る
。
う
ち
一
人
は
半
紙
を

口
に
し
て
前
に
倒
れ
込
ん
で
い
る
。
も
う
一
人
も
半
紙
を
口
に
し
て

座
っ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
に
合
掌
す
る
高
貴
な
人
物
が
い
て
、
仏
像

が
金
色
を
放
っ
て
い
る
押
絵
で
あ
る
。
こ
の
出
典
は
『
倭
文
庫
』
第

四
十
七
編
の
口
絵
で
あ
る
（
巻
末
の
Ⅳ
）。
詞
書
き
に
は
、「
優

大

王
の
勅
命
に
よ
つ
て
毘
首
天

摩
天
赤
栴
檀
を
も
て
世
尊
の
影
像
を

一
刀
三
礼
し
て
刻
給
ふ
此
霊
像
三
国
に
伝
は
り
て
今
日
本
嵯
峨
の
釈

尊
是
な
り
」
と
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
秋
山
は
「
仏
像
制
作
と
仏
像
の
有
り
難
さ
を
描
く
展
開

は
、『
夫
人
利
生
記
』
を
想
起
さ
せ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て

い
る
が
、
こ
の
一
枚
は
摩
耶
夫
人
像
を
核
と
す
る
「
夫
人
利
生
記
」
に
深

く
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
倭
文
庫
』
第
四
十
七
編
の
該
当
箇
所
は
、

母
・
摩
耶
夫
人
へ
の
説
法
の
た
め
に
釈
迦
が

利
天
に
昇
っ
て
い
る
間

に
、
優

王
が
毘
首
天

摩
に
釈
迦
の
像
を
造
ら
せ
た
場
面
で
あ
る
。
こ

の
後
、
優

王
（
優
塡
王
）
と
国
民
が
日
々
拝
ん
で
い
た
像
に
釈
迦
が
対

面
す
る
と
、「
木
仏
の
尊
像
は
一
分
一
厘
、
世
尊
に
違
は
ぬ
、
御
姿
を
顕

は
し
」
て
お
り
、
釈
迦
が
促
す
と
像
は
人
々
に
説
法
を
行
っ
た
と
い
う
。

『
倭
文
庫
』
に
描
か
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
「
優
塡
王
造
像
伝
説
」
あ

る
い
は
「
優
塡
王
思
慕
像
」
伝
説
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
高

20
）

田
修
に
よ
る
と
「
仏
典
に
お
い
て
仏
像
の
起
源
乃
至
造
像
の
功
徳
を
説
く

も
の
、
た
い
て
い
優
塡
王
の
刻
檀
像
と
関
連
さ
せ
た
記
述
と
な
っ
て
」
お

り
、『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻
二
、『
増
一
阿
含
経
』
巻
二
十
八
、『
観
仏

三
昧
海
経
』
巻
六
、『
大
乗
造
像
功
徳
経
』
巻
上
な
ど
に
収
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
伝
説
に
よ

21
）

る
と
、
仏
法
を
渇
仰
し
教
法
の
実
践
に
精
進
す
べ
き

こ
と
を
四
部
衆
に
自
覚
さ
せ
る
た
め
、
釈
迦
は
誰
に
も
告
げ
る
こ
と
な
く

利
天
に
昇
り
、
摩
耶
夫
人
の
た
め
に
説
法
を
行
う
。
こ
の
間
、
釈
迦
を

思
慕
す
る
優
塡
王
と
波
斯
匿
王
は
憂
愁
の
あ
ま
り
病
の
床
に
臥
し
て
し
ま

う
。
優
塡
王
の
群
臣
は
「
如
来
形
像
」
造
像
を
進
言
し
、
二
人
の
王
は
喜

ん
で
仏
像
を
造
ら
せ
た
と
い
う
。

仏
像
の
起
源
を
語
る
「
優
塡
王
造
像
伝
説
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
起

源
の
根
本
に
非
在
の
釈
迦
へ
の
思
慕
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
優
塡

王
は
、
失
わ
れ
た
釈
迦
の
代
替
と
し
て
そ
の
似
姿
を
創
ら
せ
た
の
で
あ

り
、
仏
像
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
、
釈
迦
の
非
在
と
分
か
ち
が
た
く
結
び

つ
い
て
い
た
。「
夫
人
利
生
記
」
と
い
う
物
語
を
突
き
動
か
す
エ
ネ
ル
ギ

ー
、
あ
る
い
は
図
像
の
あ
り
方
は
、
こ
の
仏
像
起
源
譚
に
お
け
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
本
質
に
ま
さ
に
通
じ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
夫
人
利
生

記
」
の
図
像
は
、
い
ず
れ
も
摩
耶
夫
人
の
物
語
を
背
後
に
負
っ
て
、
言
い

換
え
れ
ば
摩
耶
夫
人
像
の
代
替
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
姿
は
、
摩
耶
夫

人
の
非
在
の
表
象
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

押
絵
に
描
か
れ
た
「
優
塡
王
造
像
伝
説
」
に
は
続
き
が
あ
る
。『
倭
文

庫
』
口
絵
の
詞
書
に
よ
る
と
「
優
塡
王
思
慕
像
」
を
写
し
た
像
が
京
都
嵯

峨
・
清
涼
寺
に
現
存
す
る
と
い
う
。
昭
和
二
十
八
年
に
清
涼
寺
の
釈
迦
像

が
修
理
の
た
め
に
調
査
さ
れ
た
際
、
そ
の
体
内
に
は
数
々
の
納
入
物
が
発

見
さ
れ
た
。
中
で
も
人
々
を
驚
か
せ
た
の
は
、
体
内
か
ら
絹
で
作
ら
れ
た

五
つ
の
臓
器
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彌
永

22
）

信
美
は
こ
れ
を
「
こ
の

仏
像
が
「
血
が
通
う
」
生
き
物
と
し
て
生
き
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
何
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よ
り
も
明
確
に
表
現
す
る
も
の
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
し
て
「
生
き
て
い
る
」
の
は
こ
の
仏
像
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。（
中
略
）
基
本
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
図
像
は
、
信
仰
の
対

象
と
な
る
か
ぎ
り
、
何
ら
か
の
「
神
霊
」
を
吹
き
込
ま
れ
た
、「
生

き
た
」
像
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う［

F
reed

b
erg

,
1989

:

ch
.
11

“L
iv
eIm

a
g
es” ］

。
こ
の
点
が
、
宗
教
的
図
像
と
そ
れ
以
外

の
一
般
の
図
像
の
最
大
の
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
。（
中
略
）
恋
慕

╱
愛
欲
の
情
に
も
似
た
「
深
い
信
仰
」
が
、
神
仏
の
像
に
生
命
を
与

え
る
。
あ
る
い
は
、
生
命
の
源
は
、
神
仏
の
側
の
異
界
に
あ
り
、
神

仏
の
像
は
そ
の
異
界
へ
と
通
じ
る
隠
さ
れ
た
回
路
な
の
で
あ
る
。

仏
像
が
「
生
き
た
」
像
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
生
き
た
」
像
と
し
て

人
々
に
期
待
さ
れ
た
こ
と
は
、「
優
塡
王
造
像
伝
説
」
に
お
い
て
仏
像
が

釈
迦
さ
な
が
ら
に
説
法
を
し
て
み
せ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が

仏
像
を
拝
む
人
々
は
、
そ
れ
が
「
生
き
た
」
像
で
あ
る
こ
と
を
願
う
と
同

時
に
、「
生
き
て
」
い
る
像
を
失
い
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま

り
非
在
を
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
『
明
る
い
部
屋

写
真
に
つ
い
て
の

23
）

覚
書
』
の
中

で
、
写
真
と
は
「
そ
れ
は＝

か
つ
て＝

あ
っ
た
」
こ
と
を
示
す
図
像
で
あ

る
と
定
義
す
る
。
写
真
に
写
し
出
さ
れ
る
像
は
「
そ
れ
は
か
つ
て
そ
こ
に

あ
っ
た
、
が
し
か
し
、
た
だ
ち
に
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
示

す
と
い
う
の
で
あ
る
。
港

24
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千
尋
は
バ
ル
ト
の
論
を
「
現
在
の
中
に
非
在
を

見
る
経
験
」
と
し
、
さ
ら
に
「
写
真
の
本
質
は

非
在

に
あ
る
と
定
義

し
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
」
と
す
る
。
写
真
に
写
る
像
が
非
在
を
示
す
の

は
な
ぜ
か
。
バ
ル
ト
は
、
亡
き
母
の
写
真
を
整
理
し
な
が
ら
、「
母
の
う

ち
に
あ
る
」「
還
元
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
挙
に
、
永
遠
に
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
」
も
の
と
し
て
、「
一
個
の
「
形
象
」（「
母
」
な
る
も

の
）」
で
は
な
く
「
一
個
の
特
質
（
一
個
の
魂
）」
を
実
感
す
る
。
バ
ル
ト

が
眺
め
る
母
の
写
真
の
中
に
母
が
非
在
で
あ
る
の
は
、
彼
女
が
こ
の
世
を

去
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
写
真
は
「
単
に
母
の
自
己
同
一
性
を
示
す

だ
け
で
、
母
の
真
実
は
示
さ
な
い
」。
つ
ま
り
写
真
の
被
写
体
と
、
そ
れ

を
眺
め
る
者
は
相
互
の
関
係
の
な
か
で
変
化
と
生
成
を
続
け
る
存
在
で
あ

り
、
写
真
は
、
そ
の
よ
う
な
「
魂
」
を
定
着
、
表
象
し
え
な
い
。「
魂
」

と
は
、
母
に
内
在
す
る
実
体
で
は
な
く
、
母
と
子
と
の

関
係
性

の
う

ち
に
は
じ
め
て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
作
品
末
尾
で
描
き
出
さ
れ

る
「
利
生
」
と
は
、
そ
う
し
た
形
の
な
い
関
係
性
と
し
て
の
「
魂
」
の
鮮

明
な
浮
上
の
姿
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
仏
像
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
似
姿
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
似
姿
と
し
て

の
非
在
性
に
こ
そ
、
人
々
の
思
い
は
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鏡
花
が
摩
耶

夫
人
の
図
像
そ
の
も
の
を
描
か
な
か
っ
た
こ
と
に
も
、
こ
う
し
た
理
由
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
摩
耶
夫
人
の
「
面
影
」
と
は
、
そ
れ
が
非

在
で
あ
る
こ
と
、
失
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で
し
か
描
き
え
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
。六

、
祈
り
と
応
答

唯
見
る
と
、
仏
壇
に
灯
が
点
い
て
、
老
人
が
殊
勝
に
坐
つ
て
、
御
法

の
声
。

「
…
…
我
常
住
於
此

以
諸
神
通
力

令
顚
倒
衆
生

雖
近
而
不
見

衆
見
我
滅
度

広
供
養
舎
利

咸
皆
懐
恋
慕

而
生
渇
仰
心
…
…
」

白
髪
に
尊
き
燈
火
の
星
、
観
音
、
そ
こ
に
お
は
し
ま
す
。
…
…
駈

寄
つ
て
、
は
つ
と
肩
を
抱
い
た
。
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こ
れ
は
鏡
花
「
第
二
菎
蒻
本
」（
大
正
三
年
一
月
）
の
末
尾
部
分
の
一

節
で
あ
る
。
想
い
人
で
あ
る
芸
者
の
死
を
知
っ
た
主
人
公
が
耳
に
す
る
老

人
の
念
仏
は
、「
法
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六
」
の

の
一
節
、
実
は
入

滅
し
て
い
な
い
釈
迦
が
人
々
か
ら
身
を
隠
す
真
意
を
語
る
部
分
で
あ
る
。

人
々
は
釈
迦
の
死
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
仏
舎
利
を
供
養
し
、
彼

を
恋
い
慕
い
、
渇
仰
す
る
心
が
生
ま
れ
る
と
釈
迦
は
説
く
。
こ
の
経
文

は
、「
第
二
菎
蒻
本
」
に
お
い
て
主
人
公
と
会
え
ぬ
時
間
に
積
も
っ
た
芸

者
の
た
だ
な
ら
ぬ
恋
情
や
、
彼
女
と
二
度
と
ま
み
え
得
ぬ
こ
と
を
知
っ
た

主
人
公
か
ら
沸
き
上
が
る
思
慕
の
念
に
重
ね
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
、「
優
塡
王
造
像
伝
説
」
と
同
様
、
非
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
渇
仰
が
信
仰
の
根
源
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
さ
れ
る
点
で
あ

る
。こ

う
し
た
信
仰
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、「
春
昼
」（
明
治
三
十
九
年
十
一

月
）
に
お
い
て
も
描
か
れ
る
。
作
品
前
半
、
主
人
公
で
あ
る
散
策
子
が
散

歩
の
途
中
で
立
ち
寄
っ
た
岩
殿
寺
で
僧
と
「
偶
像
」
に
つ
い
て
の
意
見
を

交
わ
す
場
面
で
、「
作
が
よ
け
れ
ば
、
美
術
品
、
彫
刻
物
と
し
て
御
覧
な

さ
ろ
う
と
言
ふ
世
間
。
或
は
今
後
、
仏
教
は
盛
に
な
ら
う
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
兎
も
角
、
偶
像
の
方
と
な
り
ま
す
る
と
…
…
」
と
偶
像
に
対
し
て
難

色
を
示
す
僧
に
対
し
、
散
策
子
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

偶
像
は
要
ら
な
い
と
言
ふ
人
に
、
そ
ん
な
ら
、
恋
人
は
唯
だ
慕
ふ
、

愛
す
る
、
こ
が
る
ゝ
だ
け
で
、
一
緒
に
な
ら
ん
で
も
可
い
の
か
、
姿

を
見
ん
で
も
可
い
の
か
。
姿
を
見
た
ば
か
り
で
、
口
を
利
か
ず
と

も
、
口
を
利
い
た
ば
か
り
で
、
手
に
縋
ら
ず
と
も
、
手
に
縋
つ
た
だ

け
で
、
寝
な
い
で
も
、
可
い
の
か
、
と
聞
い
て
御
覧
な
さ
い
。

せ
め
て
夢
に
で
も
、
其
の
人
に
逢
ひ
た
い
の
が
実
情
で
す
。

こ
の
よ
う
に
散
策
子
は
信
仰
に
お
け
る
偶
像
の
重
要
性
を
説
き
、
さ
ら
に

偶
像
を
求
め
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
「
恋
」
に
繫
げ
る
。
そ
の
際
、
恋
と
は
極

め
て
身
体
性
を
孕
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
。「
春
昼
」「
第
二
菎
蒻
本
」
と
「
夫
人
利
生
記
」
の
間
に
時
間
的
懸
隔

が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
信
仰
及
び
図
像
へ
の
視
線
は
確
実
に
共
通
す

る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
鏡
花
が
描
い
た
信
仰
と
は
、
非
在
を
前
提
と

し
、
そ
れ
ゆ
え
に
恋
い
焦
が
れ
、
身
体
的
な
欲
望
を
も
含
ん
だ
エ
ネ
ル
ギ

ー
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
と
さ

25
）

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
信
仰
に
お
い
て
求

め
ら
れ
る
の
が
図
像
で
あ
る
。
似
姿
で
あ
り
代
替
で
あ
る
図
像
は
、
恋
い

焦
が
れ
る
存
在
に
触
れ
得
る
媒
介
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
非
在
を
体

現
す
る
存
在
で
も
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
最
後
に
焦
点
を
結
ぶ
べ
き
は
、
樹
島
の
手
元
に
届
い
た

摩
耶
夫
人
像
で
あ
る
。

両
手
に
う
け
て
捧
げ
参
ら
す

罰
当
り
…
…
頰
を
、
唇
を
、
と

思
つ
た
の
が
、
面
を
合
す
と
、
仏
師
の
若
き
妻
の
面
で
な
い

幼

い
時
を
、
そ
の
ま
ゝ
に
、
夢
に
も
忘
れ
ま
じ
き
、
な
き
母
の
面
影
で

あ
つ
た
。

樹
島
は
、
ハ
ツ
と
、
真
綿
に
据
ゑ
た
ま
ゝ
、
蒼
白
く
な
つ
て
飛
退

つ
た
。
そ
し
て
、
両
手
を
つ
い
た
。
指
は
ヅ
キ
ヅ
キ
と
身
に
応
へ

た
。更

め
て
、
心
着
く
と
、
あ
ゝ
、
夫
人
の
像
の
片
手
が
、
手
首
か
ら

裂
け
て
、
中
指
、
薬
指
が
細
々
と
、
白
く
、
蘂
の
や
う
に
落
ち
て
ゐ

た
。此

の
御
慈
愛
な
か
り
せ
ば
、
一
昨
日
片
腕
は
折
れ
た
で
あ
ら
う
。

渠
は
胸
に
抱
い
て
泣
い
た
の
で
あ
る
。
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作
中
最
後
の
図
像
は
樹
島
の
欲
望
す
る
仏
師
の
妻
の
顔
と
し
て
で
は
な

く
、
樹
島
が
幼
い
頃
見
た
母
の
面
影
を
写
す
摩
耶
夫
人
像
と
し
て
現
れ

る
。
そ
れ
ま
で
の
図
像
群
が
彼
の
求
め
る
も
の
の
似
姿
、
代
替
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
樹
島
の
予
想
に
反
し
た
か
た
ち
で
現
れ
る
こ
の
図
像
は
、
彼

が
求
め
続
け
た
母
、
及
び
摩
耶
夫
人
そ
の
も
の
が
立
ち
現
れ
た
瞬
間
を
意

味
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
仏
像
が
母
の
顔
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
。
摩
耶
夫
人
像
の
そ
の
右
手
は
、
樹
島
を
守
る
よ
う
に
「
手
首
か
ら
裂

け
て
、
中
指
、
薬
指
が
細
々
と
、
白
く
、
蘂
の
や
う
に
落
ち
て
ゐ
た
」。

こ
こ
に
立
ち
現
れ
る
の
は
、
母
と
摩
耶
夫
人
、
両
者
で
あ
る
と
同
時

に
両
者
で
は
な
い
存
在
が
樹
島
に
指
し
示
す
あ
る
意
志
で
あ
る
。

こ
の
結
末
は
、
従
来
、
樹
島
の
欲
望
へ
の
否
定
と
し
て
意
味
づ
け
ら

れ
、
女
た
ち
、
お
よ
び
図
像
へ
の
樹
島
の
視
線
は
男
性
知
識
人
の
権
力
性

と
不
可
分
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
性
格
が
皆

無
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
彼
の
中
の
欲
望
は
鏡

花
に
よ
っ
て
意
識
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
図
像
の

中
に
摩
耶
夫
人
を
、
失
っ
た
母
を
見
出
そ
う
と
し
た
彼
の
視
線
と
欲
望
は

単
に
否
定
す
べ
き
暴
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
蓮
行
寺
の
写
真

や
押
絵
が
女
た
ち
の
祈
り
の
た
め
の
図
像
で
あ
る
よ
う
に
、
樹
島
の
視
線

の
背
後
に
も
ま
た
一
種
の
祈
り
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
鏡
花
が
、
そ

の
祈
り
を
聖
性
と
欲
望
が
複
雑
に
関
係
し
合
う
も
の
と
し
て
描
い
た
こ
と

の
意
味
は
、
決
し
て
小
さ
く
な
い
。

幼
い
時
分
に
、
熱
心
に
見
つ
め
続
け
た
雛
人
形
が
「
幽
冥
の
境
よ
り
霞

一
重
に
暖
か
い
や
う
に
莞
爾
し
た
」
よ
う
に
、
末
尾
の
光
景
は
、
母
あ
る

い
は
摩
耶
夫
人
を
思
慕
す
る
樹
島
の
前
に
こ
の
世
な
ら
ぬ
世
界
が
顕
現
し

た
瞬
間
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
一
心
に
母
を
求
め
続
け

る
樹
島
の
祈
り
に
対
す
る
、
断
罪
で
も
救
済
で
も
な
い
、
ひ
と
つ
の
魂
の

応
答
な
の
で
あ
る
。

そ
の
応
答
が
「
利
生
記
」
を
冠
し
た
こ
の
物
語
の
核
心
で
あ
り
、
樹
島

の
罪
と
し
て
の
欲
望
を
経
る
こ
と
で
彼
の
祈
り
が
、
あ
る
い
は
物
語
が
完

成
す
る
よ
う
に
、
図
像
を
介
し
た
信
仰
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
、
物
語
が
生
成
す
る
信
仰
の
精
髄
の
一
端
に
触
れ
得
る
の
で
あ
る
。

「
面
影
を
描
き
得
な
い
」
こ
と
を
、
あ
る
い
は
「
面
影
を
描
き
得
な
い
」

こ
と
を
物
語
と
し
て
描
い
た
本
作
品
は
、
鏡
花
に
と
っ
て
の
図
像
と
信
仰

の
関
係
性
や
そ
の
あ
り
方
を
描
く
と
同
時
に
、
物
語
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て

ひ
と
つ
の
信
仰
、
及
び
そ
の
先
に
垣
間
見
え
る
世
界
に
到
達
し
よ
う
と
す

る
、
作
家
の
試
み
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注１
）

一
門
下
生
（
寺
木
定
芳
）「
思
ひ
出
話

番
町
の
先
生
」『
鏡
花
全
集

巻

三
』「
鏡
花
全
集
月
報
」
第
一
四
号
、
岩
波
書
店
旧
版
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
。

２
）

後
に
詳
述
す
る
が
、
秋
山
稔
「『
夫
人
利
生
記
』
の
周
辺
」「『
夫
人
利
生
記
』

の
成
立
」（『
泉
鏡
花

転
成
す
る
物
語
』
梧
桐
書
院
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）

は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
仏
師
、
そ
の
妻
、
作
品
舞
台
な
ど
事
実
関
係
に
関
す
る
丁

寧
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

３
）

野
口
武
彦
「
本
文
及
び
作
品
鑑
賞

夫
人
利
生
記
」『
鑑
賞
日
本
現
代
文

学
・
泉
鏡
花
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
。

４
）

吉
村
博
任
「『
絵
解
き
』
か
ら
の
視
座

絵
解
き
鏡
花
」『
鏡
花
研
究
』
平

成
元
年
三
月
。

５
）

真
有
澄
香
「『
夫
人
利
生
記
』
考

そ
の
表
現
の
問
題

」『
泉
鏡
花

呪
詞
の
形
象
』
鼎
書
房
、
平
成
十
三
年
二
月
。

６
）

清
水
潤
「
複
製
さ
れ
る
「
像
」

泉
鏡
花
「
夫
人
利
生
記
」
論

」『
都

大
論
究
』
平
成
十
五
年
六
月
。

７
）

脇
明
子
（「
運
命
の
女
と
の
訣
別
」『
鏡
花
全
集

巻
二
十
二
』「
月
報
」
岩
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波
書
店
、
昭
和
五
十
年
八
月
）
は
「
か
つ
て
は
母
の
イ
メ
ー
ジ
が
堅
固
に
存
在

し
て
い
た
場
所
に
、
他
の
女
を
据
え
よ
う
と
す
る
試
み
。
結
局
出
来
て
き
た
像

は
母
親
の
方
に
似
て
お
り
、
試
み
は
挫
折
し
た
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
そ
れ

で
も
試
み
た
と
い
う
こ
と
の
重
大
さ
は
少
し
も
薄
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す

る
。

８
）

秋
山
稔
「『
夫
人
利
生
記
』
の
成
立
」『
泉
鏡
花

転
成
す
る
物
語
』
梧
桐
書

院
、
平
成
二
十
六
年
四
月
。

９
）

吉
野
川
で
洗
濯
を
す
る
女
の
白
い
脛
を
見
て
通
力
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
久
米

の
仙
人
の
伝
説
（『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
）
を
踏
ま
え
る
。

10
）

談
話
「
い
ろ
扱
ひ
」（
明
治
三
十
四
年
一
月
『
新
小
説
』）
の
中
に
「
母
が
貴

下
、
東
京
か
ら
持
つ
て
参
り
ま
し
た
ん
で
、
雛
の
箱
で
さ
ゝ
せ
た
と
い
ふ
本
箱

の
中
に
『
白
縫
物
語
』
だ
の
『
大
和
文
庫
』『
時
代
か
ゞ
み
』」「
と
い
ろ
〳
〵

な
草
双
紙
の
小
口
が
揃
つ
て
あ
る
」
と
あ
り
、
鏡
花
が
『
倭
文
庫
』
を
所
有

し
、
愛
読
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
鏡
花
と
『
倭
文
庫
』
に
関
す
る

主
な
研
究
と
し
て
吉
田
昌
志
「
泉
鏡
花
と
草
双
紙

釈
迦
八
相
倭
文
庫
」

を
中
心
と
し
て

」（『
文
学
』
昭
和
六
十
二
年
三
月
）、
須
田
千
里
「
竜
女

と
摩
耶
夫
人

鏡
花
に
お
け
る
仏
教
」（『
国
語
国
文
』
平
成
九
年
六
月
）、

田
中
励
儀
「
近
代
文
学
に
お
け
る
「
典
拠
」

泉
鏡
花
と
同
時
代
出
版
物

明
治
期
ボ
ー
ル
表
紙
本
・
演
芸
書
な
ど
」（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
二
十
二
年

五
月
）
な
ど
が
あ
る
。

11
）

生
島
遼
一
「「
夫
人
利
生
記
」
と
「
釈
迦
八
相
倭
文
庫
」」『
鏡
花
万
華
鏡
』

筑
摩
書
房
、
平
成
四
年
二
月
。

12
）

松
原
秀
江
「
異
界
の
中
の
母
な
る
も
の
へ
の
憧
れ

鏡
花
に
と
っ
て
の
桃

太
郎
・
す
ゞ

上
）」『
大
手
前
大
学
論
集
』
平
成
二
十
八
年
三
月
。

13
）

秋
山
稔
、
前
掲
論
文
。

14
）

以
下
『
倭
文
庫
』
の
引
用
は
『
続
帝
国
文
庫

釈
迦
八
相
倭
文
庫
』（
博
文

館
、
明
治
三
十
五
年
四
月
）
に
拠
る
。

15
）

清
水
潤
、
前
掲
論
文
。

16
）

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
第
一
法
規
、
昭
和

五
十
年
三
月
。

17
）

「
写
真
」
は
、
歴
史
的
に
も
「
個
人
」
を
対
象
と
す
る
技
術＝

芸
術
と
し
て

始
ま
り
、
個
人
の
身
元
確
認
や
、
市
民
生
活
や
、
身
体
に
関
す
る
わ
た
く
し
ご

と
（q

u
a
n
t-a

-so
i

）
と
で
も
呼
べ
る
も
の
（
中
略
）
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て

い
た
。」（
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
花
輪
光
訳
『
明
る
い
部
屋

写
真
に
つ
い
て
の

覚
書
』
み
す
ず
書
房
、
昭
和
六
十
年
六
月
）

18
）

秋
山
稔
、
前
掲
論
文
。

19
）

細
田
あ
や
子
『
生
と
死
と
祈
り
の
美
術

日
本
と
西
洋
の
信
仰
の
か
た

ち
』
三
弥
井
書
店
、
平
成
二
十
九
年
十
月
。

20
）

高
田
修
「
仏
像
の
起
源
に
関
す
る
伝
承
」『
仏
像
の
起
源
』
岩
波
書
店
、
昭

和
四
十
二
年
九
月
。

21
）

優
塡
王
造
像
伝
説
」
に
つ
い
て
は
高
田
修
（
前
掲
論
文
）、
肥
田
路
美
「
優

塡
王
像
の
流
行
と
意
義
」（『
初
唐
仏
教
美
術
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

平
成
二
十
三
年
十
二
月
）
を
参
照
し
た
。

22
）

彌
永
信
美
「
イ
メ
ー
ジ
の
思
考
力

仏
教
図
像
を
と
お
し
て
」『
岩
波
講

座
宗
教

第
五
巻

言
語
と
身
体

聖
な
る
も
の
の
場
と
媒
体
』
岩
波
書
店
、

平
成
十
六
年
五
月
。

23
）

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
前
掲
書
。

24
）

港
千
尋
『
記
憶

「
創
造
」
と
「
想
起
」
の
力
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
平

成
八
年
十
二
月
。

25
）

信
仰
、
あ
る
い
は
宗
教
に
お
い
て
、
身
体
的
な
欲
望
で
あ
る
性
愛
は
相
容
れ

ぬ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
こ
う
し
た
前
提
へ
の
問
い

直
し
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
安
藤
恵
崇
（「
宗
教
と
エ
ロ
ー
ス
」『
宗
教
の
根
源

性
と
現
代

第
二
巻
』
長
谷
正
當
・
細
谷
昌
志
編
、
晃
洋
書
房
、
平
成
十
三
年

七
月
）
は
、
対
話
篇
『
饗
宴
』
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
エ
ロ
ー
ス
は
、
そ

の
至
上
の
形
に
お
い
て
宗
教
的
超
越
へ
と
人
を
誘
う
原
理
で
あ
る
が
、
同
時
に

性
愛
と
し
て
の
エ
ロ
ー
ス
と
の
連
続
性
も
ま
た
そ
の
基
底
に
あ
る
」
と
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
大
澤
真
幸
（「
宗
教
の
社
会
論
理
学
」『
岩
波
講
座
宗

教

第
二
巻

宗
教
へ
の
視
座
』
岩
波
書
店
、
平
成
十
六
年
一
月
）
は
「
宗
教

を
め
ぐ
る
原
初
的
な
体
験
は
、
性
愛
の
体
験
に
近
い
も
の
」「
宗
教
の
定
義
的

な
要
件
を
な
す
、
超
越
的
第
三
者
へ
の
関
係
と
同
質
の
体
験
が
」「
既
に
、
通

常
の

他
者

と
の
関
係
の
内
に
、
性
愛
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

他
者

と

の
関
係
の
内
に
孕
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
た
上
で
、「

他
者

を
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知
ろ
う
と
す
る
愛
撫
の
試
み
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
必
然
的
に
挫
折
す
る
の
だ

が
、
ま
さ
に
そ
の
挫
折
に
お
い
て
、

私

を

他
者

に
出
会
わ
せ
る
」
と

す
る
。
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