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夢
は
今
日
で
も
神
秘
的
に
考
え
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
、
古
代
に
於
て
は
猶
更

そ
う
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
で
は
古
代
か
ら
夢
を
前
兆
と
す
る
態
度
が
広
く
存
し
た
。
古
く
は
夢

想
が
一
種
の
神
託
を
乞
う
手
段
で
あ
っ
た
。
神
託
を
受
け
よ
う
と
し
て
、
斎
戒

沐
浴
し
て
「
神
床
」
に
つ
い
て
夢
に
神
託
を
受
け
た
と
い
う
例
も
多
い
。
そ
う

で
な
く
て
も
神
（
仏
）
が
枕
が
み
に
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
の
意
志
を
伝
え
た
例
も

多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
家
の
運
命
に
関
す
る
託
宣
が
告
げ
ら
れ
（
天

皇
の
夢
の
託
宣
は
国
の
運
命
に
関
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
）
、
或
い
は
神
（
仏
）

が
鄭
重
に
祀
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
、
場
合
に
よ
る
と
祭
り
の
方
法
ま
で
指
示

している。

夢
に
あ
ら
わ
れ
た
神
（
仏
）
の
教
に
よ
っ
て
種
々
の
奇
瑞
が
あ
ら
わ
れ
た
と

い
う
例
も
あ
る
。

霊
異
記
の
ご
と
き
仏
教
説
話
（
仏
教
説
話
で
な
く
て
も
更
級
日
記
な
ど
）
の

夢
に
は
信
仰
を
す
ゞ
め
る
も
の
も
あ
る
。

受
動
的
に
夢
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
或
る
判
断
を
得
る
手
段
と
し
て
積
極
的

霊
異
記
に
於
け
ろ
夢

Ｉ
古
代
文
学
に
於
け
る
夢
の
系
譜
の
一
環
と
し
て
１
１

に
夢
を
見
よ
う
と
す
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
夢
に
よ
っ
て
自

己
の
将
来
の
運
命
や
寿
命
を
占
な
お
う
と
す
る
試
み
も
古
来
多
く
行
わ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
夢
の
事
実
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
場
で
主
観
的

に
夢
判
断
す
る
も
の
と
、
既
に
判
断
の
基
準
が
確
定
し
て
僅
諺
化
し
て
い
る
も

のがある。

夢
占
に
は
正
夢
と
逆
夢
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
判
定
は
個
人
の
心
持
に
よ
っ
て

左
右
し
得
る
の
で
、
客
観
性
は
少
な
く
、
後
世
夢
占
が
他
の
卜
占
ほ
ど
の
権
威

が
な
く
な
っ
た
の
も
当
然
と
思
わ
れ
る
。

い
ま
古
代
文
学
に
見
え
る
夢
を
考
察
し
て
見
る
。
そ
の
場
合
、
民
俗
学
に
よ

る
解
明
が
必
要
で
あ
る
が
、
筆
者
に
そ
の
知
識
と
時
間
的
余
裕
が
な
い
の
で
、

文
章
の
表
面
か
ら
の
み
触
れ
て
ゆ
く
。

代
表
的
古
典
に
見
え
る
夢
は
古
事
記
に
五
例
、
書
紀
に
十
二
例
、
風
土
記
に

五
例
、
祝
詞
に
一
例
、
万
葉
集
に
九
九
例
（
他
に
疑
わ
し
き
も
の
二
例
）
あ
る
。

日
本
霊
異
記
に
於
て
は
、
純
然
た
る
夢
は
九
例
、
仮
死
の
状
態
に
於
て
夢
の

ご
と
く
地
獄
（
浄
土
）
の
様
相
を
見
た
も
の
ま
で
夢
と
す
れ
ば
（
そ
の
取
扱
い

に
は
問
題
が
あ
る
が
）
、
そ
の
部
類
に
属
す
る
も
の
は
十
一
例
あ
る
。

平
安
朝
時
代
の
文
学
作
品
、
た
と
え
ば
物
語
、
日
記
な
ど
に
夢
の
話
は
多
い
。

緒

方

惟

精



異
刺
預
沃
皇
α
鳶
和
に
丈
を
仁
一
尋
え
て
じ
そ
-

霊
Ｂ
崇
神
記
疫
病
流
行
の
段

天
皇
神
託
を
受
け
ん
と
欲
し
て
神
床
に
坐
す
。
大
物
主
大
神
が
天
皇
の
夢
に

あ
ら
わ
れ
、
祭
り
を
求
め
ら
れ
る
。

Ⅳ
（
参
照
）
竜
田
風
神
祭
の
祝
詞

崇
神
天
皇
の
御
代
に
多
年
に
わ
た
り
、
五
穀
み
の
ら
ず
人
民
苦
し
む
の
で
、

う
け
ひ

天
皇
は
い
か
な
る
神
の
崇
り
か
知
ろ
う
と
誓
を
し
て
寝
ら
れ
た
夜
の
夢
に
天

の
御
柱
の
命
、
国
の
御
柱
の
命
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
凶
作
は
自
分
の
し
た
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
た
め
に
竜
田
に
社
を
造
り
、
よ
く
祭
れ
ば
凶
作
は

Ⅳ
止
む
と
告
げ
ら
れ
る
。

Ｃ
垂
仁
記
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
の
段

記 に 於 け る 夢

㈲
古
事
記
の
夢

Ａ
神
武
記
高
倉
下
霊
剣
を
献
る
段

高
倉
下
の
夢
に
天
照
大
神
、
高
木
神
が
建
御
雷
神
に
詔
を
下
し
、
更
に
建
御

雷
神
が
高
倉
下
に
命
を
下
し
て
い
る
。
天
照
大
神
、
高
木
神
、
建
御
雷
神
が

一一

本
論
文
で
は
紙
数
の
関
係
上
、
記
紀
、
風
土
記
等
の
夢
に
つ
い
て
略
説
し
、

特
異
性
の
強
い
霊
異
記
の
夢
の
例
に
つ
い
て
、
や
農
詳
し
く
調
べ
よ
う
。

ゆ
め

悉
く
調
査
す
る
暇
は
な
い
が
、
源
氏
物
語
で
は
夢
と
い
う
語
が
一
三
六
例
、
夢

が

た

り

・

語
（
自
分
の
見
た
夢
を
他
に
語
る
こ
と
）
十
二
例
、
夢
見
と
い
う
語
が
二
例
あ

る
。
夢
の
多
い
の
で
有
名
な
更
級
日
記
に
は
十
一
ケ
所
に
夢
の
記
事
が
見
え

る
。
社
寺
の
縁
起
や
平
安
朝
の
和
歌
に
調
査
の
手
を
伸
ば
せ
ば
更
に
多
く
の
例

を
発
見
で
き
る
。

神
武
天
皇
の
東
征
に
力
を
与
え
て
い
る
。

寝
て
い
る
天
皇
を
皇
后
は
刺
さ
ん
と
し
た
が
、
た
め
ら
っ
て
泣
い
て
い
る
と
、

天
皇
は
異
夢
を
見
ら
れ
、
難
を
免
れ
る
。
皇
室
を
守
る
た
め
に
は
い
つ
も
奇

兆
が
生
ず
る
。
神
の
間
接
的
加
護
で
あ
る
。

Ｄ
垂
仁
記
本
牟
智
和
気
王
の
段

本
牟
智
和
気
王
が
唖
で
あ
っ
た
の
で
、
天
皇
が
患
っ
て
寝
ら
れ
た
夢
に
、
出

雲
大
神
あ
ら
わ
れ
、
皇
子
が
唖
で
あ
る
の
は
自
分
の
崇
り
で
あ
る
。
よ
く
祭

れ
ば
物
を
云
う
よ
う
に
な
る
と
告
げ
ら
れ
る
。

Ｅ
仲
哀
記
気
比
大
神
の
段

建
内
宿
禰
の
夢
に
伊
箸
沙
和
気
大
神
が
あ
ら
わ
れ
て
、
神
の
名
を
御
子
（
応

神
天
皇
）
の
御
名
と
易
え
て
欲
し
い
と
い
わ
れ
る
。

以
上
の
各
例
は
㈲
神
が
天
皇
を
守
る
話
（
Ａ
）
。
（
Ｃ
）
も
間
接
的
加
護
で
あ

る
。
口
神
が
祭
り
を
求
め
る
話
（
Ｂ
）
、
（
Ⅳ
）
、
（
Ｄ
）
。
祭
り
と
を
求
め
る
神

意
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
災
害
を
与
え
る
。
神
を
恐
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
上

代
人
の
思
想
が
う
か
が
わ
れ
る
。
日
異
色
の
夢
（
Ｅ
）
と
分
類
で
き
る
。

口
書
紀
の
夢

Ａ
神
武
即
位
前
紀
高
倉
下
の
夢
の
段

ふ
つ
み
た
ま

高
倉
下
の
夢
に
天
照
大
神
、
武
謹
雷
神
あ
ら
わ
れ
師
の
霊
と
い
う
霊
剣
を
賜

わ
り
、
天
皇
の
軍
を
援
け
る
。

Ｂ
神
武
即
位
前
紀
八
腿
烏
の
段

神
武
天
皇
の
夢
に
天
照
大
神
あ
ら
わ
れ
、
八
腿
烏
を
遣
わ
し
て
、
天
皇
の
軍

の
導
者
と
す
る
と
告
げ
ら
れ
る
。

Ｃ
神
武
即
位
前
紀
丹
生
の
川
上
の
祭
の
段

天
皇
夢
の
神
託
を
求
め
、
天
神
の
教
に
従
っ
て
天
神
地
祇
を
祭
ら
れ
る
。

Ｄ
崇
神
紀
七
年
神
の
教
を
求
む
る
段
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天
皇
斎
戒
し
て
夢
の
託
宣
を
求
め
る
。
夢
に
大
物
主
神
あ
ら
わ
れ
て
祭
り
を

求める。

Ｅ
崇
神
紀
七
年
大
物
主
の
神
の
段

倭
迩
速
神
浅
茅
原
目
妙
姫
、
穂
積
臣
の
遠
祖
大
水
口
宿
禰
、
伊
勢
の
麻
績
君

三
人
、
同
じ
夢
を
見
て
大
物
主
の
大
神
、
倭
の
大
国
魂
の
神
を
祀
る
。
こ
の

夢
も
神
が
祭
り
を
求
め
る
夢
で
あ
っ
た
。

Ｆ
崇
神
紀
九
年
墨
坂
、
大
坂
の
神
の
段

天
皇
の
夢
に
神
人
あ
ら
わ
れ
、
墨
坂
の
神
、
大
坂
の
神
を
祭
る
よ
う
に
告
げ

ス》Ｏ
Ｇ
崇
神
紀
四
十
八
年
皇
太
子
を
立
て
る
段

天
皇
、
皇
太
子
を
立
て
る
に
際
し
、
二
人
の
皇
子
に
夢
を
み
る
よ
う
に
命

う
け

じ
、
そ
の
夢
を
天
皇
が
占
っ
て
皇
太
子
を
定
め
る
。
浄
沐
し
、
祈
ひ
て
夢
を

求
め
た
こ
と
と
、
夢
合
せ
を
し
た
話
で
あ
る
。

Ｈ
垂
仁
即
位
前
紀

し
る
し

夢
の
祥
に
よ
っ
て
皇
太
子
と
な
る
。

Ｉ
垂
仁
紀
五
年
狭
穂
彦
の
叛
の
段

皇
后
、
寝
て
い
る
天
皇
を
刺
さ
ん
と
す
る
が
、
天
皇
夢
兆
に
よ
り
て
難
を
免

れる。

Ｊ
仁
徳
紀
十
一
年
難
波
の
掘
江
の
段

崇
り
を
す
る
神
（
河
伯
）
が
天
皇
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
人
の
儀
牲
を
河
伯
に

奉
ら
し
め
ん
と
す
る
。

Ｋ
仁
徳
紀
三
十
八
年
菟
餓
野
の
鹿
の
段

い
め
め
は
せ

牡
鹿
夢
に
予
兆
あ
り
。
牝
鹿
嫉
妬
の
た
め
悪
い
相
夢
を
し
た
の
で
牡
鹿
不
幸

な目に遭う。

Ｌ
欽
明
即
位
前
紀
夢
の
教
の
段

日
風
土
記
の
夢
ひ
め
こ
そ

Ａ
肥
前
風
土
記
姫
社
郷

姫
社
の
神
が
そ
の
本
体
を
夢
で
祀
る
人
に
示
す
。

な
づ
き
い
そ

Ｂ
出
雲
風
土
記
宇
賀
郷
の
脳
の
礒

岩
窟
の
穴
を
「
黄
泉
の
穴
」
と
な
づ
け
て
い
る
。
夢
に
こ
の
穴
の
辺
に
至
る

と
見
れ
ば
必
ず
死
す
。

Ｃ
出
雲
風
土
記
三
沢
郷

大
穴
持
命
の
御
子
、
阿
遅
須
伎
高
日
子
命
、
壮
年
に
至
る
ま
で
語
る
能
わ

ず
。
大
穴
持
命
、
夢
に
神
の
告
げ
を
求
め
る
。
そ
の
夢
に
御
子
の
言
葉
の
通

ず
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

い
め
の

Ｄ
摂
津
風
土
記
逸
文
夢
野
（
釈
日
本
紀
巻
十
二
）
い
め
あ
は
せ

仁
徳
紀
「
菟
餓
野
の
鹿
」
と
同
話
。
引
い
て
あ
る
「
夢
相
」
の
ま
に
ま
に
」

と
い
う
諺
に
言
霊
思
想
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。

あ
づ
ら

Ｅ
尾
張
風
土
記
逸
文
吾
綬
郷
（
釈
日
本
紀
巻
十
）

ほ
ひ
つ
わ
け

垂
仁
天
皇
の
皇
子
、
品
津
別
皇
子
、
七
才
に
な
っ
て
も
言
語
を
発
せ
ず
。
皇

あ
ま
の
み
か
つ
ひ
め

后
の
夢
に
阿
麻
乃
弥
加
都
比
女
と
い
う
神
あ
ら
わ
れ
て
祭
り
を
求
め
る
。
現

存
す
る
風
土
記
の
夢
の
話
は
意
外
に
少
な
い
。

天
皇
、
若
き
時
、
夢
告
に
従
っ
て
秦
大
津
父
を
寵
愛
し
た
の
で
、
後
日
天
皇

の位に即く。

内
容
は
記
と
同
じ
く
、
神
の
託
宣
を
求
め
る
話
、
神
天
皇
を
助
け
る
話
、
神
祭

り
を
求
め
る
話
で
あ
る
。

神
武
天
皇
や
崇
神
天
皇
の
ご
と
き
、
国
民
か
ら
尊
崇
さ
れ
、
偉
大
な
事
業
を

成
就
し
た
天
皇
の
御
代
に
「
夢
の
告
げ
」
が
多
い
の
は
、
神
意
、
神
助
に
よ
っ

て
偉
大
な
事
業
が
で
き
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
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次
の
二
例
は
上
段
（
寛
永
本
）
の
漢
字
を
下
段
の
漢
字
に
訂
正
し
て
「
い
め
」

（
夢
）
と
訓
ま
せ
る
説
も
あ
る
が
、
一
概
に
そ
の
よ
う
に
訓
ま
れ
な
い
と
思
ふ
。

特
に
前
者
は
難
訓
歌
で
問
題
の
多
い
歌
で
あ
る
。

已
具
’
し
已
目
（
巻
二
、
一
五
六
）

伊
麻
’
し
伊
米
（
巻
十
七
、
四
○
二
）

筆
者
は
右
二
例
は
疑
点
が
あ
る
の
で
除
去
す
る
。
夢
の
歌
の
き
わ
め
て
多
い

巻
と
全
然
な
い
巻
と
が
あ
り
、
用
字
法
に
於
て
も
差
異
が
あ
る
。

㈲
万
葉
集
の
夢

万
葉
集
の
例
は
実
に
多
い
。
種
々
の
民
俗
的
要
素
を
抽
出
で
き
る
か
と
期
待

し
た
が
、
和
歌
と
い
う
短
小
形
態
な
の
と
、
作
歌
事
情
が
分
明
で
な
い
の
で
却

っ
て
わ
か
り
に
く
い
。
遊
離
魂
が
人
の
夢
の
中
に
入
る
と
い
う
よ
う
な
考
え

方
、
或
い
は
恋
慕
す
る
人
を
夢
で
見
よ
う
と
す
る
呪
術
な
ど
を
詠
じ
た
も
の
も

若
干
見
ら
れ
が
、
事
実
上
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
考
え
方
や
呪
術
が
現
存
し
た

の
か
、
文
学
的
技
巧
的
に
詠
じ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
判
別
し
難
い
も
の
が
多

い
。
何
に
分
、
材
料
が
僅
少
な
紙
面
で
は
論
じ
尽
せ
な
い
の
で
、
用
字
例
、
各

巻
の
歌
数
を
表
示
す
る
に
と
ど
め
る
。
（
）
内
の
算
用
数
字
は
歌
数
。

伊米十六例（巻五２，巻十四，、巻十五６，巻十七７）

記
紀
の
場
合
と
異
な
り
、
一
地
方
の
伝
承
な
の
で
記
録
に
残
る
こ
と
が
少
な
か

ったものと思う。

伊
目
一
例
寒
四
１
）

伊昧一例（巻五１）

い
め夢

八
十
一
例
（
巻
二
２
、
巻
四
型
巻
幸

巻十二配、巻十三５，巻十九１）

こ
れ
ら
は
夢
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
。 巻

七
３
，
巻
八
１
，
巻
九
２
，
巻
十
２
，
巻
十
一
四
、

（
第
一
類
）
夢

㈲
景
戒
の
体
験
し
た
夢

下
巻
第
三
十
八
話
「
災
と
善
と
の
表
相
ま
づ
現
れ
て
後
に
そ
の
災
と
善
と
の

答を被る縁」

Ａ
第
一
の
夢
ｌ
仏
道
修
行
を
勤
め
る
夢

延
暦
六
年
九
月
四
日
の
酉
の
時
に
自
己
の
生
活
を
断
槐
し
憂
愁
し
て
寝
る

と
、
子
の
時
に
夢
を
見
る
・
乞
食
僧
（
実
は
紀
伊
国
の
沙
弥
鏡
日
）
が
景
戒
の
家
に

霊
異
記
の
夢
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
説
話
で
あ
る
。
仏
道
修
行
を
勤
め
る
夢
、
悪

業
の
罪
報
で
苦
し
む
者
が
僧
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
て
供
養
を
求
め
る
話
、
自
己
、

叉
は
父
の
悪
業
で
死
後
悪
報
に
苦
し
む
予
兆
の
夢
な
ど
因
果
応
報
の
理
を
知
ら

せる夢が多い。

こ
の
よ
う
に
直
接
夢
を
見
た
話
を
第
一
類
と
す
る
と
、
霊
異
記
特
有
の
、
取

扱
い
の
難
し
い
第
二
類
の
夢
が
あ
る
。
こ
れ
は
仮
死
の
状
態
で
夢
の
ご
と
く
に

地
獄
（
叉
は
浄
土
）
に
行
っ
て
生
還
し
、
人
々
に
地
獄
（
浄
土
）
の
様
相
を
語

る
と
い
う
話
で
あ
る
。
生
理
的
、
（
心
理
的
）
、
常
識
的
に
は
仮
死
状
態
で
夢
を

見
た
と
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
宗
教
的
に
は
現
実
に
死
し
て
一
度
、
地
獄
（
浄

土
）
に
行
き
生
還
し
た
体
験
を
語
っ
た
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
説
話
と
し

て
は
事
実
談
と
考
え
た
だ
ろ
う
し
、
仏
教
伝
道
の
目
的
で
記
し
た
霊
異
記
で
あ

る
か
ら
、
景
戒
は
事
実
談
と
し
て
載
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
、
筆
者

は
夢
に
准
ず
る
話
と
し
て
取
扱
っ
て
見
る
。

夢
を
詠
ん
だ
作
者
、
時
代
、
作
歌
環
境
、
夢
の
内
容
を
調
査
す
る
こ
と
は
、

き
わ
め
て
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
他
日
の
発
表
に
醸
る
こ
と
と
す
る
。

■■■■■
ー

■■■■■■■
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来
て
経
を
謂
し
、
教
化
し
て
「
上
品
の
善
功
徳
を
修
す
れ
ば
、
一
丈
七
尺
の
長

身
を
得
、
下
品
の
善
功
徳
を
修
す
れ
ば
一
丈
の
身
を
得
む
」
と
い
う
。
叉
諸
教

要
集
（
諸
経
要
集
の
誤
写
か
）
を
景
戒
に
授
け
、
書
写
の
紙
ま
で
与
え
て
去
る
。

景
戒
は
こ
の
夢
を
聖
示
で
、
夢
で
見
た
沙
弥
は
観
音
の
変
化
な
ら
む
と
い
う
。

悔
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夢
告
を
受
け
る
（
上
巻
十
八
話
も
同
じ
）
の
は
仏
教

説
話
と
し
て
重
要
な
特
色
で
あ
る
。
夢
で
僧
に
信
仰
を
す
強
め
ら
れ
た
話
は
多

い
。
（
更
級
日
記
な
ど
に
も
あ
る
。
）

Ｂ
第
二
の
夢
ｌ
自
己
の
死
の
様
相
を
見
る
。

延
暦
七
年
三
月
十
七
日
の
夜
、
景
戒
が
死
せ
る
身
を
薪
を
積
ん
で
焼
く
。
彼

に
ま
し
ひ

だ
ま
し
ひ

の
魂
神
（
叉
、
神
識
）
が
身
を
焼
い
て
い
る
。
そ
し
て
魂
が
声
を
出
し
て
叫
ん

で
い
る
。
こ
の
段
の
記
事
の
中
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
霊
魂
が
一
つ
の
存
在
と

な
っ
て
い
る
こ
と
、
霊
魂
を
一
の
人
格
と
し
て
取
扱
っ
た
い
墜
方
を
し
て
い
る

こ
と
、
す
な
は
ち
霊
と
身
と
を
区
別
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

口
前
世
の
過
ち
を
夢
で
覚
る
。

上
巻
第
十
八
話
「
法
華
経
を
憶
持
し
、
現
報
に
奇
表
を
示
す
縁
」

大
和
国
の
丹
治
比
氏
、
八
才
よ
り
法
華
経
を
謂
持
し
二
十
余
才
に
及
ん
だ
が
、

唯
一
字
の
み
記
憶
で
き
な
か
っ
た
。
観
音
に
悔
過
す
る
と
夢
で
人
（
Ⅱ
観
音
の

化
身
）
に
「
前
世
、
伊
予
国
に
生
れ
た
時
、
法
華
経
を
詞
し
て
燈
で
一
宇
を
焼

い
た
た
め
で
あ
る
」
と
告
げ
ら
れ
、
伊
予
に
到
る
と
夢
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

悔
過
す
る
こ
と
に
よ
り
夢
告
を
受
け
た
。
類
話
は
冥
報
記
中
巻
に
あ
る
。

日
中
巻
第
十
三
話
「
愛
欲
を
生
じ
、
吉
祥
天
女
の
像
に
恋
ひ
、
感
応
し
て
奇

表を示す縁」

信
濃
国
の
優
婆
塞
が
和
泉
国
の
山
寺
で
吉
祥
天
女
の
像
を
見
て
愛
欲
の
情
を

か
ほ
よ

生
じ
「
天
女
の
ご
と
き
容
好
き
女
を
我
に
賜
へ
」
と
祈
っ
た
ら
、
夢
に
天
女
の

像
と
婚
し
、
明
朝
見
れ
ば
像
の
裾
の
腰
不
浄
に
汚
し
て
あ
っ
た
と
い
う
話
。
ま

こ
と
に
俗
悪
不
潔
で
信
仰
の
書
に
不
適
と
思
う
。
心
理
的
に
解
す
れ
ば
欲
求
不

満
で
婬
夢
を
見
た
こ
と
に
な
る
が
、
景
戒
は
天
女
が
優
婆
塞
の
深
信
に
感
応
さ

れ
た
の
だ
と
宗
教
的
に
説
明
し
て
い
る
が
、
多
少
こ
ぢ
つ
け
が
ま
し
い
解
釈
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

卿
罪
報
に
苦
し
む
者
供
養
を
求
む
る
夢

Ａ
中
巻
第
十
五
話
「
法
華
経
を
写
し
奉
り
、
供
養
す
る
こ
と
に
因
り
て
、
母

な

の
女
牛
と
作
る
因
を
顕
す
縁
」

伊
賀
の
高
橋
連
東
人
が
亡
母
の
仏
事
を
す
る
た
め
に
請
じ
た
無
学
の
乞
食
僧

の
夢
に
赤
い
牝
牛
が
あ
ら
わ
れ
、
東
人
の
亡
母
が
生
前
、
子
の
物
を
楡
ん
だ
報

い
で
牛
身
に
な
っ
た
と
語
る
。み
だ
り
が
は

Ｂ
下
巻
第
十
六
話
「
女
人
濫
し
く
嫁
ぎ
て
子
を
乳
に
飢
ゑ
し
む
る
が
故
に

現報を得る縁」

は

光
仁
天
皇
の
代
、
紀
伊
の
寂
林
法
師
の
夢
に
乳
が
脹
れ
苦
し
む
女
が
あ
ら
わ

れ
て
生
前
の
罪
を
語
る
。
遺
子
の
造
仏
写
経
に
よ
っ
て
罪
を
免
れ
る
話
。

こ
の
二
話
の
類
似
点
は
母
が
子
を
愛
さ
な
か
っ
た
罪
報
に
よ
っ
て
後
生
に
苦

し
み
、
そ
の
苦
痛
を
僧
の
夢
に
告
げ
、
子
の
孝
養
（
Ⅱ
仏
事
）
に
よ
っ
て
苦
を

免
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

甸
中
巻
第
二
十
話
「
悪
夢
に
依
り
て
至
誠
心
に
経
を
詞
せ
し
め
、
奇
表
を
示

し
て
、
命
を
全
く
す
る
こ
と
を
得
る
縁
」

大
和
国
の
主
婦
、
他
国
に
嫁
せ
る
娘
の
た
め
に
二
回
も
悪
夢
を
見
る
。
貧
し

い
生
活
の
中
で
僧
に
経
を
請
せ
し
め
る
。
そ
の
功
徳
に
よ
り
嫁
や
そ
の
子
は
難

を
免
れ
る
。
予
兆
を
語
る
夢
の
話
で
あ
る
。せ

め

は

た

あ

護

だ

ま

し

㈲
下
巻
第
二
十
六
話
「
強
ひ
て
非
理
に
債
を
徴
り
、
多
の
倍
を
取
り
て
、
現

に
悪
死
の
報
を
得
る
縁
」

讃
岐
国
の
大
領
の
妻
、
富
貴
で
あ
っ
た
が
樫
貧
で
貫
者
を
苦
し
め
て
財
を
蓄
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え
た
。
死
す
る
前
に
閻
羅
王
の
宮
に
呼
ば
れ
た
夢
を
見
、
八
人
の
男
子
に
語
る
。

い

死
後
七
日
目
の
夕
、
甦
き
還
る
が
上
半
身
は
牛
、
下
半
身
は
人
で
あ
る
。
家
族

の
回
向
に
よ
り
、
五
日
を
経
て
牛
は
死
ぬ
。
こ
の
話
は
複
雑
な
構
成
で
あ
る
が
、

妻
自
身
は
自
分
の
運
命
の
予
兆
を
夢
で
知
ら
さ
れ
る
。

罪
報
に
よ
り
て
牛
と
な
る
こ
と
は
中
巻
第
十
五
話
に
似
て
お
り
、
子
等
の
孝

養
に
よ
っ
て
苦
界
を
免
れ
る
こ
と
は
中
巻
第
十
五
話
、
下
巻
第
十
六
話
と
共
通

点がある。

㈲
下
巻
第
三
十
六
話
「
塔
の
階
を
減
じ
、
寺
の
瞳
を
朴
し
て
悪
報
を
得
る
縁
」

藤
原
永
手
の
死
後
の
予
兆
と
し
て
子
の
家
依
が
悪
夢
を
見
る
。
更
に
永
手
の

悪
行
の
た
め
に
家
依
が
病
む
と
い
う
話
で
あ
る
。
罪
報
の
親
子
連
帯
性
を
説
い

て
い
る
点
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
第
二
類
・
地
獄
（
浄
土
）
に
往
き
て
還
れ
る
話

Ａ
上
巻
第
五
話
「
三
宝
を
信
敬
し
現
報
を
得
る
縁
」

大
伴
屋
柄
古
死
後
三
日
に
蘇
生
し
、
仮
死
の
状
態
で
夢
の
ご
と
く
浄
士
を
見
、

聖
徳
太
子
を
拝
し
た
と
語
る
。
心
理
的
に
解
す
れ
ば
浄
土
の
夢
を
見
、
日
頃
敬

慕
し
て
い
る
聖
徳
太
子
の
夢
を
見
た
こ
と
に
な
る
が
、
宗
教
的
に
は
死
し
て
浄

土
に
行
き
蘇
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
説
話
で
は
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
景
戒
も

そ
う
い
う
意
図
で
取
り
上
げ
た
と
思
う
。
ま
た
話
の
末
尾
は
夢
相
で
あ
り
、
入

鹿
の
乱
、
聖
武
天
皇
の
造
寺
造
仏
の
予
兆
が
あ
る
と
語
り
、
夢
の
中
で
共
に
居

た
比
丘
は
行
基
菩
薩
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
（
紙
数
の
都
合
で
以
下
極

く
簡
単
に
述
べ
る
）

Ｂ
上
巻
第
三
十
話
「
非
理
に
他
の
物
を
奪
ひ
、
悪
行
を
為
し
、
報
を
受
け
て

奇
事
を
示
す
縁
」

地
獄
に
て
死
せ
る
妻
や
亡
父
に
逢
う
話

か

ら

か

み

た

た

り

は

う

じ

ゃ

う

Ｃ
中
巻
第
五
話
「
漢
神
の
崇
に
依
り
、
牛
を
殺
し
て
祭
り
、
叉
放
生
の
善
を

修
し
て
、
現
に
善
悪
の
報
を
得
る
縁
」

閻
羅
王
の
宮
に
到
り
て
蘇
え
り
、
地
獄
の
様
相
を
語
る
。
善
悪
両
業
の
報
を

受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
霊
異
記
の
考
え
方
に
注
意
を
要
す
る
。

戸｝ノ、

Ｄ
中
巻
第
七
話
「
知
者
、
変
化
の
聖
人
を
誹
り
妬
み
て
、
現
に
閻
羅
の
閾
に

至
り
て
地
獄
の
苦
を
受
く
る
縁
」

同
前

Ｅ
中
巻
第
十
話
「
布
施
せ
ざ
る
と
放
生
す
る
と
に
依
り
て
、
現
に
善
悪
の
報

を得る縁」

同
前

み
か
ど

Ｆ
中
巻
第
十
九
話
「
心
経
を
憶
持
す
る
女
、
現
に
閻
羅
王
の
關
に
至
り
、
奇

表を示す縁」

こ
の
女
も
閻
羅
王
の
宮
に
到
り
て
蘇
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
女
は
何
の
罪

ひ
と
と
駈
り

も
犯
し
て
い
な
い
。
「
天
年
澄
情
に
し
て
三
宝
を
信
敬
し
、
常
に
心
経
を
謂
持

わ

ざ

し
て
業
行
と
為
す
。
心
経
を
詞
す
る
音
、
甚
微
妙
に
し
て
諸
の
道
俗
に
愛
敬
せ

ら
る
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
閻
羅
王
は
そ
の
謂
経
を
聴
か
ん
と
欲
し
て

し
と
ね

き

ず

呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
解
を
敷
い
て
坐
せ
し
め
、
「
伝
へ
酷
く
、
能
く
心
経
を
謂

あ

い

だ

ず

す
と
い
ふ
・
我
、
声
を
聴
か
む
と
欲
ふ
・
暫
の
頃
請
く
る
の
み
。
願
は
く
は
詞
せ

ひ
ざ
ま
づ

よ
・
聞
か
む
」
と
い
う
。
王
聞
い
て
随
喜
し
、
座
よ
り
起
ち
、
長
脆
き
、
拝
し

て
「
貴
き
か
な
。
当
に
聞
く
が
如
く
な
り
」
と
い
う
。
閻
羅
王
が
般
若
心
経
を
聴

か
う
と
し
た
と
い
う
話
は
仏
教
説
話
と
し
て
興
が
あ
る
。

Ｇ
下
巻
第
九
話
「
閻
羅
王
、
奇
表
を
示
し
、
人
に
勤
め
て
善
を
修
せ
し
む
る

縁」地
獄
に
行
き
亡
妻
に
遭
っ
て
帰
え
る
話
。

ば
か
り

Ｈ
下
巻
第
二
十
二
話
「
重
き
斤
に
人
の
物
を
取
り
、
叉
法
華
経
を
写
し
て
現
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に
善
悪
の
報
を
得
る
縁
」

法
華
経
三
部
を
写
し
奉
る
が
、
ま
た
出
挙
の
と
き
に
軽
重
二
種
の
斤
を
用
い

て
不
当
の
利
稲
を
納
め
る
悪
業
を
積
す
だ
の
で
、
善
悪
両
報
を
得
て
、
地
獄
に

行
き
、
蘇
生
す
る
。

Ｉ
下
巻
第
二
十
三
話
「
寺
の
物
を
用
ゐ
、
ま
た
大
般
若
を
写
さ
む
と
し
願
を

大
般
若
経
六
百
巻
を
写
さ
む
と
い
う
大
願
を
立
て
出
家
を
し
な
が
ら
、
寺
の

物
を
勝
手
に
使
用
し
た
の
で
善
悪
両
報
を
受
け
る
た
め
地
獄
へ
行
き
、
ま
た
蘇

生
し
た
。
当
時
の
僧
侶
（
特
に
私
度
僧
）
の
生
活
の
実
相
が
よ
く
描
か
れ
て
い

ワ（》。

つかさ

』
下
巻
第
三
十
五
話
「
官
の
勢
を
仮
り
て
非
理
に
政
を
為
し
悪
報
を
得
る
縁
」

め
づ
ら
し
い
話
。
肥
前
松
浦
郡
の
火
君
の
氏
、
死
期
に
な
ら
ぬ
の
に
死
ん
で

地
獄
へ
行
っ
て
、
返
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
悪
報
で
苦
し
め
る
物
部
古
丸
に
遭

い
、
帰
っ
て
か
ら
、
そ
の
状
を
太
宰
府
に
書
き
送
る
。な

Ｋ
下
巻
第
三
十
七
話
「
因
果
を
顧
み
ず
、
悪
を
作
し
て
罪
報
を
受
く
る
縁
」

京
の
人
筑
紫
に
て
病
死
し
、
閻
羅
王
の
宮
に
至
り
、
佐
伯
伊
太
知
が
罪
報
を

受
け
て
苦
し
む
状
を
見
る
・
こ
の
人
蘇
生
し
て
黄
泉
の
状
を
太
宰
府
に
陳
べ
る
。

以
上
が
霊
異
記
に
見
え
る
夢
の
概
況
で
あ
る
。
第
二
類
の
十
一
話
は
単
純
に

夢
と
取
扱
う
こ
と
に
は
嬬
曙
を
感
じ
た
が
、
一
応
、
夢
に
准
ず
る
も
の
と
し
て

古
事
記
、
書
紀
の
夢
の
話
は
神
託
が
主
で
あ
っ
て
、
国
家
お
よ
び
皇
室
の
運

命
に
関
す
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
り
、
仁
徳
紀
の
「
菟
餓
野
の
鹿
」
の
話
も
帝

徳
を
語
る
話
の
中
に
抱
摂
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記
の
夢
は
地
方
的
な
伝
承
で
、

取扱った。

そ
の
神
も
郷
土
の
神
で
あ
る
。

建
て
て
現
に
善
悪
の
報
を
得
る
縁
」

霊
異
記
の
夢
は
全
く
類
を
異
に
し
、
因
果
応
報
の
理
を
知
ら
せ
る
仏
教
伝
道

の
話
で
あ
る
が
、
仏
が
夢
中
に
示
教
す
る
話
や
地
獄
か
ら
蘇
生
す
る
話
は
、
中

よ
み

国
の
仏
教
説
話
に
先
例
が
あ
る
と
し
て
も
、
神
託
や
「
黄
泉
帰
り
」
の
固
有
の

神
道
思
想
が
根
基
と
な
っ
て
理
解
を
容
易
に
し
た
こ
と
も
認
め
て
よ
い
。
不
備

な
論
述
で
あ
る
が
、
他
日
の
補
足
を
期
し
た
い
。
三
九
、
五
、
五
）

中
西
進
文
学
博
士
の
学
位
取
得
。

読
売
文
学
賞
受
賞
。

尾
崎
暢
快

伊
原
昭

中
西
進

会
員
消
息
（
昭
和
三
十
九
年
度
）

「万葉集の発想」刊行一脱梛鋤附言一幻碩○円）

「万葉の色相」刊行一細郡尉板正脂肪順一

「古今六帖の万葉歌」刊行一郎飾蜥書院一蔀一順一


