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鏡

花

『高

野

聖
』
論

ー

聖
化
さ
れ
た
存
在

へ
の
夢
1

千

原

ユ

キ

子

『
高
野
聖
』
と

い
う
物
語

の
中
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
事
物
が

登

場

す

る
。

蛇

・
山
蛭

・
水

・
女
人

・
白
痴
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は

一
つ

一
つ
独
自

の
意

味
を
持

っ
て
い
る
。
そ
し

て
宗
朝

の
道
行
き

は
、
通
過
儀
礼

の
形
を
取

っ
て

い

る
。
女
人
と
白
痴

の
住

ん
で
い
る
山
奥

は
儀
式
を
行
う
中
心
地

で
あ
る
。

つ
ま

り
神
聖
な
場
所
ー

聖
域

で
あ
る
。
女
人

は
宗
朝
を

「
崖

の
水
」

(
十

二
)

の

所
ま

で
導
き
、
谷
川

の
水
を
宗
朝

に
浴
び

せ
る
。

儀
礼

に
お
い
て
、
聖
な

る
も

の
に
近
づ
く
た

め
に
は
媒
介
と
な
る
も

の
を
必

要
と
す
る
時
が
あ
る
。
例
え
ば
霊
と
人

の
問
を
仲
介
す
る

の
は
霊
媒

で
あ
る
。

『
高
野
聖
』

で
は
、

「
水
」
が
そ

の
媒
介
と
な

っ
て
い
る
。

水

は
古
来

か
ら
祭

・
行
事

に
利
用
さ
れ

て
き
た
。
例
え
ば
、
正
月

の
若
水
汲

み
、
禊
ぎ

の
儀
式
な
ど

で
あ

る
。
身
体

に
罪
や
汚
れ

の
あ

る
時
、
又

は
神
事

に

携
わ

る
前

に
、
水

で
身
体
を
洗

い
清

め
る
こ
と
を

「
禊
ぎ
」
と
言
う
。
禊
ぎ

の

起
源

は

『
古
事
記
』
に
お

い
て
伊
弉
冉
尊
を
求

め
て
黄
泉
国

(
死
者

の
国
)

へ

行

っ
た
伊
弉
諾
尊
が
現
世
に
帰

っ
て
か
ら
筑
紫

の
日
向

の
小
門

の
橘

の
檍
原

で

身

に
つ
い
た
汚
れ
を
洗

っ
た

こ
と

に
初
ま

る
。
と
言
わ
れ

て
い
る
。

宗
朝

の
水
浴

は
ま
さ

し
く

「
禊
ぎ
」

の
儀
式

に
他
な
ら
な

い
。
表
面
的

に
は

蛭
に
血

を
吸

わ
れ

た
た
め
に
で
き

た
疵

の
痛

み
を
癒
す

た
め
に
、
水

に
浸

っ
た

の
だ
が
、
そ

の
背
後

に
は
宗
朝
自
身

の
中

の
穢
れ
を
、

不
浄

な
部
分
を
祓
う

た

め
に
、

そ
し
て
古

い
存
在
を
捨

て
去

り
、
新

し
い
存
在

に
な

る
た

め

と

い

う

「再

生
」

の
意
味
が
隠

さ
れ

て
い
る
。

新

し
い
存
在

に
な
る
ー

再
生

は
、
今

ま
で
の
自
分

を
失
う
と

い
う

こ
と

で

あ
る
。

つ
ま
り

一
時
的

に
せ
よ
自

己
の
存
在

の
消
失
ー

死

を
意
味

し
て
い
る

だ
ろ
う

。

水

に
は
深

さ
が
あ

る
。
湖
や
海

の
底

を
覗
き
込
む
と
、
時

に
は
吸

い
込
ま
れ

る
よ
う

な
錯
覚
を
起

こ
す

こ
と
が
あ

る
。
そ
れ

は
水

は
深
く

な
れ
ぽ
な

る
ほ
ど

暗

さ
を
増
し
、
暗

さ
は
水
底

を
隠
し
て
し
ま
う

か
ら

で
あ

る
。
水
底

は
隠
さ
れ

て
し
ま
う
た
め
、
水

は
ど
こ
ま
で
も
続

い
て
い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
底
無

し

の
、
無

限

の
深
さ
を
感

じ
る
こ
と
に
な
る
。
無

限
の
深

さ
は
光

の
無

い
闇
を
強
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調

し
、
そ

こ
に
吸

い
込

ま
れ

て
行
く
気
持

に
な

る
。
同
時

に
果

て
る
こ
と

の
な

い
奈
落

の
底

へ
落

ち
て
い
く
恐
怖
が
生
じ

て
来

る
。
そ
し

て
恐
怖

か
ら
死

へ
と

繋
が

っ
て
行

く
。

『
高
野
聖
』

に
お
い

て
、
宗
朝
が
水
と
関
わ

る
の
は
峠

の
旧
道

に
入

る
前
、

麓

の
茶
屋

に
立
ち
寄

っ
た
時
が

一
番

最
初

で
あ

る
。

咽
が
渇

い
た
宗
朝

は
、
茶

店

の
前

の

「
小
流
れ
」

(
三
)

の
水
を
飲

も
う

と
し
て
、

そ
の
時

こ
れ

は
流
行

病
が
出
て

い
る
辻
と

い
う
村

の
方
か
ら
流
れ
て
来
た
川

の
水
で
は
な

い
か
と

心

配

し
て
、
茶

店

の
女
に
尋
ね
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
聞

き

つ
け
た
嫌

な
富

山
の
薬

売
り
に

「
坊
主
に
な

っ
て
矢

張
り
生
命
は
欲
し

い
の
か
ね
」

(
同
)

と
か
ら
か

わ
れ

る
の
だ
が

、
要
す
る
に
宗
朝

は
そ

の
川

の
水
が

死
に
繋
が

る
水
で
は
な
い

か
。
と

い
う
恐
怖
に
捕
わ
れ
て

い
.る

の
で
あ
る
。

水

は
生
命

を
己
れ

の
深
み

の
中

へ
と
引

き
摺
り
込
み
、
そ
し
て
物
体

を
分
解

し
て
己
れ
と
同
化

さ
せ
て
し
ま
う

。
そ
れ
は
生
命

の
死
を
象
徴

し
て
い
る
。
水

は
緩

か
で
、
そ
れ

で
い
て
常

に
流

れ
、
何
も

の
か
を
絶
え
ず
崩
壊

さ

せ

て

い

る
。宗

朝

は
水

の
中

へ
浸

り
、
意
識
が

い

つ
の
間

に
か
遠

の
い
て
い
く
。

し
か
も

そ

の
水

は

「
身
に
染
み

る
」

(十

五
)

の
で
あ

る
。
宗
朝

は
水

の
中
に
溶
け
込

み
同
化
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
死

に
ゆ
く
状
態

に
な

っ
て
い
く
。
身
体
だ
け
で

な
く
、
彼

の
意

識
も
遠

い
て
い
き
な
が

ら
溶
解

し
て
い
く
。

し
か
し

「
恐
怖
」
と

い
・う
力
だ
け
で
は
、
人
は
水

の
中
に
入
ろ
う

と
は
し
な

い
だ
ろ
う
。
も
う

一
つ
別

の
力
が
必
要
で
あ
る
。
人
が

逃
れ

よ
う

と
す

る
死
と

恐
怖

で
な
く
、
人
が
求
め
て
や
ま
な
い
生
と
歓
喜

に
基
づ

い
た
力
が

必
要

で
あ

る
。

水
は
暗
く
深

い
印
象

と
同
時

に
、
非
常

に
明

る
く
爽

や
か
な
印
象
を
も
人

に

与

え
る
。
む

し
ろ
こ
ち
ら

の
印
象

の
方
が

不
断

は
強

い
。
闘

る
い
日
射

し
の
中

の
流
れ

る
小
川

は
回
り
の
す

べ
て
の
風
景
を
生
き
生
き
と
躍
動
さ

せ
、
新
鮮

に

見

せ
る
力
を
持

っ
て
い
る
。
水

は
す

べ
て
の
生
命
が
甦
え

る
源
動

力

で

も

あ

る
。そ

し
て
澄

ん
だ
水

か
ら
人

は

「
純
粋
」
な

イ

メ
ー
ジ
を
思

い
浮

か
べ
る
。
水

の
持

つ
純
粋

性
は
、
す

べ
て
の
穢
れ

を
洗

い
清

め
る
こ
と

に
、
浄
化

へ
と
導

か

れ

て
い
く

。
又
明

る
く
爽

や
か
な
水

は
、
す

べ
て
を
新

し
く
活
動
的

に
見

せ
る
。

水

は
死
ん
だ
生
命

を
蘇

ら
せ
る
。
再
生
す

る
力

を
持

っ
て
い
る
。

し
か
も

た

だ
単

に
再
生

さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
疲
弊

し
汚
れ

た
生
命
を
浄
化
す

る
作
用
を

併

せ
持

っ
て
い
る
。
水

は
す

べ
て
の
も

の
に
生
命
力
を
与
え
、
蘇
生
さ

せ
る
。

水

は
死
と
同
時
に
生
を
運
び
、
生
命

の
す

べ
て
を
生

み
出

し
育
む
大

い
な

る
豊

か
さ
と
優
し
さ
を
持

っ
て
い
る
。
水
が
儀
式

に
使
用
さ
れ
る

の
は
当

然
と
も
言

え

る
。

再
生
し
て
新

し
い
自

己
を
得

る
こ
と
は
、
結

果
的
に

「
穢
れ
」
や

「
罪
」
を
祓

う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
水
が
穢
れ
や
汚
れ
を
洗

い
流
す
も

の
と
し
て
捉
え
ら

れ

る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
穢
れ
と

い
う
概
念
は
実
体

の
あ
る
も

の

で
は
な
い
。
水

は
抽
象
的

な
、
形

の
無
い
穢

れ
を
祓
う
た
め

の
役
割

の
前

に
、

即
物

的
な
現
象

に
附
随

す
る
現
実
的
な
役
割

を
持

っ
て
い
る
は
ず

で
あ

る
。

水

は
す

べ
て
の
生
命

の
す

べ
て
を
生

み
出

し
て
き

た
。
人
間
と

い
う
種
族
全

体

の
元

々
の
起
源
も
水

の
中

で
あ

る
と
言
え

る
。

又
、
水

は
人

の
誕
生

の
媒
介

を
な
す
羊
水

に
譬
え

る
こ
と
が

で
き

る
。
母
親

の
胎
内

に
い
る
赤

ん
坊
を
保
護

し
て
い
る
羊
水

か
ら
与
え
ら
れ
る

イ
メ
ー
ジ
は
、
暖
か
く
そ
し
て
優

し

い
も

の
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で
あ
る
。

女
人
が
宗
朝

に
掛
け

て
く
れ

る
水

は
、

「
骨

に
通

っ
て
冷
た

い
」

(
十

五
)

水

で
は
な
い
。
宗
朝

は
こ
う
話

し
て
い
る
。

「
暑

い
時
分
ぢ

ゃ
が
、
理
窟
を

い

ふ
と
恁
う

で
は
あ

る
ま

い
、
私

の
血
が
沸

い
た

せ
ゐ
か
、
婦
人

の
温

気
か
、
手

で
洗

っ
て
く
れ
る
水
が
可

い
工
合
に
身
に
染
み
る
」

(
同
)
と

。
宗
朝

に
と

っ

て

こ
の
谷
川

の
水

は
、
茶
店

の
前

の
水
の
よ
う

な
、

恐
怖

の
対
象

で
は
な
い
。

自
分
に
優

し
く
暖
か
く
触

れ
て
く

れ
る
水

は
、
愛
情

の
対
象
と

言

え

る

だ

ろ

う

。
そ
し
て
水

の
中

に
い
る
内

に
宗
朝

は
、
「
花
び
ら

の
中

に
包
ま
れ
た
や
う
」

(
同
)

に
感

じ
る
。

こ
れ

は
ま
さ

に
母
親

の
胎
内

に
お
い
て
羊
水
に
包
ま
れ

て

い
る
赤

ん
坊

の
状
態

で
あ

る
。
花
び
ら

の
こ
と
を
宗
朝

は
こ
う
も

言

っ
て

い

る
。
「
不
思
議
な
、
結
構
な
薫

の
す
る
暖

い
花
」
(
十
五
)
と
。
そ

の
中
に

「
柔

か
に
包
ま
れ
」

(
同
)
た

の
で
あ
る
。
し
か
も

「
其

の
心
地
の
得
も

い
は
れ

な

さ
で
、
眼
気
が
さ
し
た

で
も
あ

る
ま
い
が

、
う

と
く

す

る
」

.
(
同
)

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
意
識
が
有

る
か
無

い
か
、
半
分
起
き

て
半
分
寝

て
い
る
よ
う
な
状

態

と
な
る
。

こ
れ

は
死
に
ゆ
く
状
態

で
あ

る
と
同
時

に
、
誕
生
す

る
前
、
胎
児

が

母
胎

の
羊
水

に
包

ま
れ

て
浮
游
す

る
状
態
と
似

て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
宗
朝

は
水

へ
、
羊
水

へ
と
母

の
胎
内

へ
と
戻

っ
て

い

っ
た

の
で
あ
る
。

水
が
胎
児
を
守
り
誕
生

の
媒
介
を
な
す
羊
水
に
譬
え
ら
れ
る
な
ら
ば

、
さ
ら

に
考
え
を
進

め
て
水

の
こ
と
を
母
乳
と
譬

え
て
も

お
か
し
く

な
い
は
ず
だ
。

フ

ラ

ソ
ス
の
哲

学
者
G

・
バ
シ

ュ
ラ
ー

ル
民

は
、

「
水

は
す

べ
て
乳

(
母
乳
)

で

注
1

あ

り
あ

ら
ゆ
る
幸
福

な
飲
料

で
あ

る
。」
と

し

た
。
母
乳

は
、
生
ま
れ
出
た
赤

ん
坊

に
栄
養
を
与
え
成
長
さ

せ
る
。
母
乳

は
生
命
を
育
む
水
と
言

っ
て
も
お
か

し
く
な

い
だ
ろ
う
。

宗
朝
が
浴

び
た
水

は
母
乳

で
あ

り
、
羊
水

で
も
あ
る
と
言
え
る
。
暖
か
く
、

優

し
く
、
柔

か
い
、
人
を
安
心
さ

せ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
故

「
冷
た

い
」

の

で
は
な
く

「
暖

か
い
」
水
な

の
だ
。
人
を
冷
た
く
拒

否
す
る

の
で
は
な
く
、

人

を
暖
か
く
受
け
入
れ
包
み
込
む

の
だ
。

こ
こ
か
ら
母
親

を
、
そ
し
て
母
の
持

つ

母
性
を
思

い
起

こ
す

こ
と
が

で
き

る
。
水

は
己
れ

の
内

に
母

性
的
特
徴
を
有

し

て

い
る
。

宗
朝

は
水

の
中

へ
入

っ
た
。

こ
れ

は
羊
水

の
中

へ
す
な
わ

ち
母

の
胎
内

へ
戻

っ
た
と
考
、兄
ら
れ

る
。

つ
ま
り
大
人

か
ら
子
供

へ
、
さ
ら

に
子
供

か
ら
赤

ん
坊

へ
胎
児

へ
と
若
返

っ
た
と
言
え

る
。

こ
こ
か
ら
水

は
若
返
り

の
力
を
も
持

っ
て

い
る
と
言
え

る
だ

ろ
う
。

伝
説

.
伝
承
な
ど
に
は
飲
む
と
若
返
る
と
い
う
若
返
り

の
水

の
こ
と
が

伝
え

ら
れ
て

い
る
も

の
が

あ
る
。
年

老
い
て
は
若

返
り
新

た
な
人
生
を
送
る
と

い
う

こ
と
は
、

再
生

で
あ

り
、
そ

の
個
体

の
連
続

し
た
生
、
永

生
を
意

味

し

て

い

る
。
古
代

の
人

々
は
こ
こ
に
蛇

の
脱
皮

を
当

て
嵌

め
て
み
た
の
で
あ

る
。

『
高

野
聖
』

の
中

で
蛇

は
幾
度
と
な
く
宗
朝

の
前

に
姿
を
現
わ
す
。

「
両
方

の
叢

に
尾
と
頭
と
を
突
込

ん
で
、

の
た
り
と
橋
を
渡

し
て
居
る
」

(
六
)

の
で

あ
り
、
又

「
半
分
に
引
切

っ
て
あ

る
胴

か
ら
尾
ば

か
り
」

(
同
)
と

い
う
時
も

あ

る
。

『
高

野
聖

』
に
限
ら
ず
、
蛇

は
多
く

の
伝

説

・
神
話
に
登
場
し
て

い
る
。
蛇

は
中
国

の
神
話

で
は
、
天
地
開
拓

の
創
世
神

で
あ

り
、
人
間
の
祖

で
あ

る
。
キ

リ
ス
ト
教

に
お
い
て
は
、
蛇

は
諸
悪

の
源
、
原
罪
を
作

っ
た
も

の
と
し

て
邪
悪

の
権
化
と
見
倣
さ
れ
て

い
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、

こ
れ

は
性
に
対
す
る
考
え

が
蛇

の
形
を
と

っ
て
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
蛇

の
問
題

は

「
性
」

の
問
題
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と
も
言
え
る
。

蛇

は
性

の
象
徴
と
し
て
表
現

さ
れ

る
こ
と
が
多

い
。
特

に
そ

の
外
形

か
ら
男

性

の
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
男
性

の
性
は
時
に
よ

っ
て
理
性
を
超
え
た
狂
暴
さ
を

見

せ
る
。
そ
し
て
そ

こ
に

は
必
ず
罪
悪
を
伴
う
。
狂
暴
な
性
は
又
不
浄

の
も

の

と
し

て
も
見
ら
れ

る
。

そ
れ
故
、
宗
朝

は
蛇
と
出
会

っ
た
時
、
な
る
べ
く
遠
く

へ
遠
く

へ
と
避
け
て

い
る
。
宗
朝

は
蛇
を
恐
れ
て

い
る
。

「
生
得
大
嫌
、
嫌

い
と

い
ふ
よ
り
恐
怖

い

の
で
な
。
」

(六
)
と
言
う
。

性

は
理
性
を
超
え
た
狂
暴
さ
を
持

っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ

こ
に

は
罪
悪
と
不

浄
が
伴
う
。
そ
れ

は
人
間
が
余
計
な
手
出

し
を

し
て
は
い
け
な

い
も

の
、
手
を

触
れ

る
べ
き

で
は
な
い
、
触
れ

て
は
い
け
な

い
も

の
で
あ

る
。

し
か
し
性
と

い

う

の
は
総

て
の
人
間
が
持

っ
て
い
る
も

の
で
あ

る
。
宗
朝
も
自
分
自
身

の
中

に

持

っ
て
い
る
は
ず

で
あ

る
。
そ
れ
故
、
触
れ

て
は
い
け
な
い
部
分

に
触
れ

て
し

ま
う

可
能

性
は
高

い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ

の
危
険

を
恐
怖

に
よ

っ
て
回
避
し
よ

う

と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

し
か
し
、
性
は
人
間

の
出
産
、

つ
ま
り
人
類

の
存

続
と
密
接
な

関

係

が

あ

り
、
罪
悪

の
も

の
と
し
て
拒
否
し
続
け
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
性
を
全
面
的
に

否
定
す
る

こ
と
は
、
人
間

の
存

在

の
否
定
に
繋

が
る
。

荒
れ
狂
う
性
を
取
り
抑
え
ら
れ
る
も

の
は
、
男

の
性
自
身

で
あ
る
。

つ
ま
り

性

の
邪
悪
な
面
を
断
ち
、
そ
れ
を
子
を
生
み
殖
や
す
と

い
う
善
事

の
根

源
と
し

て
新
し
く
出
発
さ

せ
ら
れ
る

の
も
性
自
身

で
あ
る
。

性
を
罪
悪
視
し
人
間
存
在

の
否
定
を
す
る

の
で
は
な
く
、
性

の
邪
悪
を
面
を

切
り
捨
て
、
性
を
正
当
な
位
置
、

つ
ま
り
性
を
人
間
存
在
の
根
底

に
あ

る
こ
と

を
認
め
る
位
置
に
直

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

性
を
回
避
す
る
だ
け
で
は

い
つ
ま
で
も
罪

悪
な
も

の
で
あ
り
、

不
浄

の
も

の

で
し
か
な

い
。
恐
怖

の
対
象
と
し
て
蛇
を
見

、
そ
れ
か
ら
自
己
を
遠

ざ
け
よ
う

と
し

て
い
て
も
、
性
を
正
当
化
さ
せ
る
た
め
に

は
性
に
近
づ
か
な
く
て
は
な
ら

な

い
。
宗
朝

は
蛇
を
跨
ぎ
越
し
、
避
け
な
が
ら
山

の
奥

へ
奥

へ
と

進

ん

で

行

く
。
そ
れ

は
性

の
中

の
不
浄
な
部
分
を
避
け
、
性

の
根
源

に
到
達
す
る
過
程
を

示
す
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
そ

し
て
そ
れ

は
性

の
不
浄

の
回
避
だ
け

で
な

く
、

不
浄

の
部
分
を
昇
華

し
浄
化
さ

せ
る
過
程

(儀
礼
)

で
も
あ

る
と
言
え

る

の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
。

蛇
は
そ
の
外
形

か
ら
男

性
の
性
を
象
徴

し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
そ

の
生
態

か
ら
女
性
の
性
を
象
徴

し
て
い
る
と
も

言
わ
れ

て
い
る
。
そ

の
生
態
と

は
、
先

に
述
べ
た
脱

皮
で
あ
る
。

脱
皮
は
古

い
身

体
を
捨
て
去

り
、
新

し
い
身
体

を
得
る
よ
う

に
見

え
る
。
す

な
わ
ち
古

い
穀
が

持
ち
堪
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
ら
、
新

し

い
穀

を
身

に
纒
う

。

時
至
れ
ば
穀
を

つ
き
破
り

つ
き
破
り
生
命

を
更

新
し
て

い
く
。
そ
の
た
め
脱
皮

は
、
古
代

の
人

々
か
ら
は
め

で
た

い
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。

人
間

に
脱
皮

は
無

い
。
脱
皮
に
似
た
現
象
を
人
に
求
め
れ
ば

そ
れ
は
女
性
に

お
け

る
妊
娠

・
出
産

で
あ
る
。
女

は
自
身

の
中
に
別

の
新
し

い
生
命
を
宿

し
、

宿

っ
た
生
命

は
時
が
満
て
ぼ
母
胎
と

い
う
穀

の

一
種
を
破

っ
て
外
界

に
出
る
。

そ
し

て
こ
れ

は
親
か
ら
子

へ
と
連
綿
と
続
く

の
で
あ
る
。

脱
皮

は
生

の
再
生

で
あ

る
。
新

し
く
生
ま
れ
変
わ
る

こ
と
で
あ
る
。
妊

娠

・

出
産

は
自
分
自
身
が
生
ま
れ
変
わ
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
新
し

い
生
命

の
誕
生

を
意
味

し
て
い
る
。
蛇

の
脱
皮

は
そ
れ

一
代
を
単
位
と
す
る
が
、
出
産
は
世
代
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を
単
位
と
す

る
脱
皮
と
言
え
、
そ

の
繰
り
返
し

は
種
族

の
維
持
を
意
味
し
て

い

る
。
し

か
し
、
人

は
種
族
維
持
よ
り
も
自
分
自
身

の
再
生

・
永

生
を
よ
り
切
実

に
願
う

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
誰
で
も

一
度

は
望
む

こ
と
で
あ

る
。

『高

劈
聖
』

の
宗
朝

に
と

っ
て
、
蛇

は
自
己

の
心

の
中

の
性

の
邪
悪
な
面
を

象
徴
す

る
と
同
時

に
、
そ
れ
を
跨
ぎ
越
え
る

こ
と

に
よ

っ
て
自
分
が
意
識
し
て

い
る
表
側

の
思
考
に
浮
か

ん
で
こ
な

い
性
を
統
御
し
、
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。
性
そ

の
も

の
を
捨
て
よ
う
と

い
う

の
で
は
な

い
。
性
が
無

け
れ
ば
種
族

維
持

は
不
可
能

で
あ
る
。
性
を
蛇

の
よ
う
に
脱

皮
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
性
を

新

し
く
し
、
性
を
上
昇

さ
せ
る
。

つ
ま
り
前

に
書

い
た
よ
う

に
、
性
を
浄
化
さ

せ
る

の
で
あ
る
。

脱
皮

に
よ
る
再
生
ー

若
返

り
は
、
水

に
お

い
て

「
変
若
水
」
と

い
う
形

で

表
現
さ
れ

る
こ
と

に
な

る
。

『
高
野
聖
』

の
女
人

は
宗
朝
に
言
う
。

「
私

で
苦

労
を

い
た
し
ま
し

て
骨
と
皮
ば
か
り
に
體
が
朽
れ
ま
し
て
も
、
半
日
彼
處
に

つ

か

っ
て
居
り
ま
す
と
、
水

々
し
く
な
る

の
で
ご
ざ

い
ま

す

よ
。」

(
二
十

一
)

と
。
こ

の
水
は
宗
朝

を
再
生

・
浄

化
さ
せ
る
だ
け
で
な
く

、
鳥
獣

を
含

め
て
あ

り
と
あ

ら
ゆ
る
生
命

を
蘇
生

さ
せ
る
若
返

り
の
水

で
あ

る
。

水

は
す

べ
て
の
生
命
を
溶
解

し
死

に
導
く
と
同
時

に
、
す

べ
て
の
生
命
を
生

み
出

し
生
を
与
え
る
特
質
を
持

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
そ

の
身

の
中
に
生
と
死
を

互

い
に
矛
盾

し
、
互

い
に
呼
応
し
合
う
特
質
を
持

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

出
産

は
新

た
な
生
命

の
誕
生
で
あ

る
が

、
見
方

を
変

え
る
と
胎
児

の
死
と
言

、兄
る
か
も

し
れ
な

い
。
反
対

に
羊
水

の
中

へ
、
母
胎

へ
帰

る
と

い
う

こ
と

は
、

胎
児

の
復
活

で
あ

る
と
同
時
に
人
間

の
死

で
あ

る
と
言
え
る
。
ど
ち
ら
に
し
て

も

一
度

は
死
な
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
死
と

い
う
恐
怖
を
通
り
過
ぎ
て

こ
そ
、

生
と
い
う
幸
福
が
齎

さ
れ

る
の
か
も

し
れ
な

い
。
胎
児

へ
、
生
ま

れ

る

以

前

へ
、
形

の
は

っ
き

り
し
な

い
混
沌
と

し
た
生
命
体

へ
と
姿
を
変
え
る
と

い
う

こ

と

は
、
再
生

の
、
新

し
く
出
る

こ
と

の
前
提
、
薪
生

の
た
め

の
条

件

と

言

え

る
。
水

は

一
切

の
誕
生

・
脱
皮

の
媒
体
と
な
る
。

若

返
り
は
時
間

の
立
場
か
ら
見

る
と
過

去

へ
戻

る
こ
と
、
そ

し
て
そ

こ
か
ら

新

た
な
る
生
を
や
り
直
す

。

つ
ま
ヴ
未
来

へ
向

っ
て
又
歩
き
始

め

る

の

で

あ

る
。
水

は
過
去
と
未
来

を
繋
げ
混
合

し
て
い
る
。
時
を
融
合
さ

せ
る
力

は
、
さ

ら

に
は
揚
所
-
世
界

の
融
合
す
ら
引
き
起

こ
す
。

宗
朝

は
蛇

に
続

い
て
蛭
に
襲
わ
れ

る
。
血
を
吸
う
大
蛭

の
大
群

の
落
下
は
譬

、兄
よ
う

の
な

い
恐
怖
を
引
き
起

こ
し
、

「
気
が
遠
く
な

っ
て
、
其
時
不
思
議
な

考

へ
が
起
き
た
。
」
(
八
)
。
恐
怖

に
よ

っ
て
宗
朝

の
持

つ
日
常

的
な
意

識

は

一

瞬
に
し
て
崩
壊
し
、
秩
序

感
覚
が
混
乱
し
、

一
種

の
幻
覚
が
生
ま
れ

て
く

る
。

「
凡
そ

人
間
が
滅

び
る
の
は
、
地
球

の
薄
皮
が
破
れ

て
空

か
ら
火
が
降

る
の
で

も

な
け
れ
ば
、
大
海
が
押
被
さ

る
の
で
も
な

い
、
飛
騨
国

の
樹
林
が
蛭

に
な
る

の
が
最
初

で
、

し
ま

ひ
に
は
皆
血
と
泥

の
中

に
筋

の
黒

い
蟲
が
泳
ぐ
。
其
が
代

が

は
り

の
世
界

で
あ
ら
う
と
、
ぼ

ん
や
り
。
」

(九
)
。

こ
こ
で
は
宗
朝

の
恐
怖

・
錯
乱
か
ら
人
間
滅

亡
、
す

な
わ
ち
世
界

の
終
末

の

幻
想
が

現
わ
れ
て
く
る
。
時
が

一
気

に
未

来

へ
と
飛

ん
で
し
ま

っ
た
の
だ
。
時

の
流
れ
が
大
き
く
変
容

し
、
世
界
そ

の
も

の
も
分
解
す

な
わ

ち
滅
亡

し
て
し
ま

っ
た

の
だ
。
そ

し
て
そ

こ
か
ら
更

に
進

ん
で
新

し
い
世
界
が
、

「
代
が

は
り

の

世
界
」
が
登
場
す
る
。

こ
の
世
界

は
古

い
存
在
が
す
べ
て
消
え
去
り
、
新

し

い

存

在
が
生
み
出
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
命
が

又

一
番
最
初

か
ら

生

み
出
さ
れ
て

い
く

の
で
あ

る
。
生
物

の
発
展

の

一
番
最
初
、
時

の
流
れ

の

一
番
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0

最
初

へ
戻

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ

る
。
滅
亡
と

い
う
未
来

か
ら
新
生
と

い
う
過

去

へ
と
時
が

一
挙

に
変
容

し
、
世
界
が
大
き
く
変
容

し
た
。

「
代
が

は
り
の
世
界
」

に
な
る
。
新

し
い
世
界
が
初

ま
る
と

い
う

こ
と

は
、

'時

の
初

め
に
戻

る
こ
と
、
す

べ
て
の
生
命
が
外
界

か
ら
の
影
響
を
受
け
ず
汚
れ

を
知

ら
な
い
無

垢
な
状
態
で
あ
る
。
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
若

返
り
の
力

に
よ

っ
て
胎

児
に
戻

る
と

い
う

こ
と
も
、
長

い
人
生

の
中
で
身

に
付

い
た
汚

れ
が
消

え
去
り
無
垢
な
状
態

に
な
る
と

い
う

こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
水
は
す
べ
て
の
汚

れ
を
洗

い
流
し
、
浄
化
す
る
力
を
持

っ
て

い
る
。

民
俗
学
者
折

口
信
夫
茂

に
よ

る
と
、
古
代

に
お

い
て
禊
ぎ

の
儀
式

の
た
め

の

水

は
常
世

(黄
泉

の
国
)

か
ら
来

る
特
別
な
水

で
あ
り
、

「
常
世
か
ら
来
る
み

(注
2
)

づ

は
、
常

の
水

よ
り
温

い
と
信
じ
ら
れ

て
居
た
」
と
言
う
。

こ
れ

は
水
が
生
命

を
生

み
育
む
羊
水

で
あ

り
、
母
乳

で
も
あ

る
優

し
く
暖

か
い
物
質

で
あ
る
と

い

う

こ
と

か
ら
、

こ
う
考
え
ら
れ

て
い
た
と
言
え

る
だ

ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
宗

朝
が
浴

び
た
水

は
常

世
か
ら
来

て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
常
世

は
黄
泉

の
国

で

あ

る
と
同
時

に
、

不
老
不
死
の
国
で
あ

る
と
も
者

え
ら
れ

て
い
た
。

つ
ま

り
常

世

の
水
は
人
に
不
死
を
衡
す
水

で
あ

る
か
も

し
れ

な
い
。

不
死
に
な
る
と
い
う

こ
と
。
そ
れ
は
限
り
あ
る
生
し
か
持

て
な
い
人
間

に
と

っ
て
憧

れ
で
あ
る
。
不
死
た
る
者
は
人
間

よ
り
力

の
あ

る
尊

い
存

在

と

さ

れ

る
。

こ
れ
も
又

一
つ
の
存
在
か
ら
新

し

い
存

在

へ
の
変
化
で
あ

る
。

普
通

の
人
が
持
て
な

い
力
を
持

つ
。

こ
の
た
め
に

は
人
間
を
堕

と
し
め
る
人

間

の
中

の
醜

悪
さ
、
不
浄

な
部
分
を
切
り
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
不
浄

を

浄
化

し
、
更
に

は
聖
化
さ
れ
た
存
在
に
な
ら
な
く
て
は
力
は
持
て
な

い
。
そ
の

た

め
禊
ぎ

の
儀
式
が
必
要
と
な
る
。

禊
ぎ
は
穢
れ
や
不
浄

な
も

の
を
洗
い
流
す

た
め
の
儀
式

で
あ

る
が
、
そ

の
反

面
来
た
る
べ
き

め
で
た

い
事

、
神
聖

な
事

の
た
め
に
予
め
身

を
清

め
る
と

い
う

意
味
も
あ
る
。
誕
生
も
め

で
た
い
事

の

一
つ
で
あ
る
は
ず

だ
。
宗
朝

の
水
浴

の

場
合
は
禊
ぎ
の
儀
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
存
在
ー

再
生
ー

の
誕
生

の
場
面

で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
誕
生

の
際
、
赤

ん
坊
は
産
湯
に
漬

か
る
。
水
は
産

湯
を
意
味
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

水

は
数
多
く

の
特
質
を
そ

の
中
に
有
し
て

い
る
。
死
と
恐
怖

、
生
と
歓
喜
、

消
失
と
再
生
、
若
返
り
と
浄
化
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
事
象
が
水

の
中
に

は
包

含

さ
れ

て
い
る
。
そ

こ
か
ら

は
巨
大
な
力
が
約
束
さ
れ

る
。
巨
大
な
力

は
相
矛

盾

し
て

い
る
も

の
、
対
立

し
て
い
る
も

の
す

べ
て
を
融
合

し

一
緒

に
し

て
し
ま

う

。水
は
あ
ら
ゆ
る
生
命

に
死
を
約
束
す

る
と

同
時

に
生

を
約
束
す

る
。
.
あ

ら
ゆ

る
も

の
を
崩

壊
さ
せ
る
と
同
時

に
成
生
す

る
。
時

を
過

去
に
戻
す
と
同
時

に
未

来

へ
と
出
発
さ
せ
る
。
世
界

の
滅

亡
と
同
時
に
開
始
を
見
せ
る
。
水

は
互
い
の

両
極

で
対
立
し
て

い
る
二

つ
の
も

の
を
溶
解

し
混
同
し

一
つ
の
も

の
に
し
、
対

立
を
消
去
し
て

い
る
。
生
命
は
死
に
分
解

し
再

び
生
き

返
る
。
も

の
は
崩
壊

し

混
沌
と
し
た
中
か
ら
成

生
が
開
始
せ
ら
れ
る
。
時

の
終
末
は
新

た
な
る
始
源

を

約
束
す
る
。

一
つ
の
世
界

の
終
わ
り
は
も
う

一
つ
の
世
界

の
始

ま
り
で
あ

る
。

あ
ら
ゆ
る

こ
と
が
溶
解
し
、
境
界
線
が
隠
れ
て
し
ま
う
。
日
常
と
非
目
常

、
俗

と
聖
と

い
う
時
間
と
空
間

は
、
そ

の
境
界
線
が
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
非

現
実
的
な

こ
と
が
現
実
的
な
も

の
と
し
て
、
遠

く

の
出
来
事
が
身

近

の
出
来
事

と

し
て
私
達

の
前
に
現
わ
れ

て
く
る

こ
と
に
な
る
。

水

は
始
原
と
終
末
を

一
緒

に
持

っ
て

い
る
。
始
ま
り
が
あ
れ
ば
終
わ
り
が
あ
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る
。
終
わ

り
が
来
れ
ば
始
ま
り
が
又
来

る
。
そ
れ

は
大

い
な
る
循
環

で
あ
る
。

水

は
循
環
す

る
物
質

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
と

っ
て
根
本
的
な
生
き
方

で

あ

る
。
あ
ら
ゆ

る
有
機
的
生
命
体

は
水

か
ら
生
ま
れ

て
水

へ
帰

っ
て
行
く
。
生

命

の
未
生
以
前
と
死
後

は
円
環
的

に
結
ば
れ

て
お
り
、
水

は
そ
れ
を
繋
ぐ
原
素

で
あ

る
と
考
え

ら
れ

る
。

水

は
終

わ
り
な
き
循
環
を
果

て
し
な
く
続
け

て
い
る
。
水

は
己
れ

の
内
な

る

優

し
さ
、
暖

か
さ
か
ら

一
つ
の
生
命
を
生

み
出

し
育
む
。
そ

し
て
生
命

に
死
と

い
う
恐
怖
を
与
え
る
。
死
に
臨

ん
で
人

の
自
意
識

や
自

己
存
在

の

不

安

定

さ

を
、
水
は
無
化
し
溶
解

し
自

己
の
中
に
同
化

さ
せ
て
し
ま
う
。
と
同
時

に
疲
労

し
汚
れ
埃

の
付

い
て

い
る
生
命
を
浄

化
し
再
生
さ
せ
る
。
こ

の
再
生
に
は
浄

化

さ
れ
生
ま
れ
る
以
前

の
無

垢
な
状
態
に
戻
る
と
と
も
に
、
浄

化
に
よ

っ
て
以
前

と

は
違
う
「
聖
」
化
さ
れ
た
存
在
と
な
る

こ
と

の
可
能
性
も
含
ま
れ
て

い
る
。

人

は
水
に
対
し
て
す
べ
て

の
存
在
を
溶
解
さ

せ
て
し
ま
う
恐
れ
と
と
も
に
、

存
在
を

一
番
最
初

に
、
根
源
に
戻
す
と

い
う

こ
と
に
、
無
意
識
に
強
く
魅
せ
ら

れ

る
。
根
源
復
帰

・
母
胎
回
帰

は
所
詮
不
可
能
な
夢

で
あ

る
が
、
人

は

一
度

は

そ
れ
を
夢
見

る
。
出
生
以
前

の
始
原

に
遡
行
し

よ
う
と

い
う
願
望

は
、
も
し

か

し
た
ら
今

の
存
在
を
消
滅

し
よ
う
と

い
う
、

一
種

の
死

を
願
う

こ
と

か
も
し
れ

な
い
。

死
と

は
究
極
的
な
静
謐
な
眠

り
で
あ

る
か
も

し
れ
な

い
。
そ
れ

は
ま
だ

生

ま
れ

出
る
前
、

母
の
胎
内

の
中

で
の
安
心

し
た
眠

り
に
必
適
す

る
も

の
か
も

し
れ
な
い
。
人
は
生
を
望
む
と
と
も

に
死

を
望

み
、
死

を
望
む
と
と
も

に
生
を

望

む
。
そ
こ
か
ら
輪

廻
の
思
想
が
生

ま
れ
、
後

の
世

で
の
復
活
が
望

ま
れ

る
。

そ

の
願
望
を
叶
え
る
た
め
に
、

夢
見

て

い
た
い
た
め
に

「
水
」

を
媒
介
乏

し
て

儀
式
は
行
な
わ
れ
る
。

「
水
」
が
媒
介

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
使
う
人
間
が

い
る

は
ず

で
あ
る
。

『
高
野
聖
』

で
は
山
奥
に
住
む
美
女
が
そ
れ

で
あ
る
。

水

は
禊
ぎ

の
儀
式
に
使
用
す
る

の
に
最
適
な
も

の
で
あ

る
。
そ
し
て
水

は
極

め
て
女
性
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て

い
る
。
バ

シ

ュ
ラ
ー
ル
氏

は
、

「
水
、
特

に
小
川

は
女
性

の
裸
形
を
喚
起
す

る
。
白
く
、
若
く
、
裸
形

の
水
浴
び
を
し

て

(注
3
)

い
る
女
性

の
姿
を

。」
と
言

っ
た
。
そ
れ
故
水
を
使

っ
た
儀
式

に
女
性
が

関

与

す

る
こ
と

は
少

し
も

お
か
し
く
な

い
。

古
来

禊
ぎ

の
儀
式
を
助
け

た
の
は
女
性

で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
神
事
を
司

り
、
神

に
最
も

近
い
存
在

で
あ

っ
た
と

言
え
る

「
巫
女
」

で
あ

る
。
『
高

野
聖
』

の
女
人
は
神
事
に
関
連
す
る
儀
式
ー

禊
ぎ
の
儀
式
を
行
な
う
と
い
う
点
に
お

い
て
巫
女
的
性
格

を
持

っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

巫
女
は
人
間

の
中
で
も

最
も
神

に
近

い
者
と
し
て
見
ら
れ
て

い
た
。
穢
れ
な

い
無
垢
な
る
存
在

で
あ
り
、

一
般

の
人

々
と
は
異
な
る
存

在

で
も
あ

っ
た
。
古

代
、
台
風
な
ど

の
天
災
は
人

々
の
理
解
を
越
え
た
現
象

で
あ
り
、
そ

の
た
め
神

が
怒
り

か
ら
起

こ
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
た
。
神

の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
あ

ら
ゆ
る
祭
儀
が
行
な
わ
れ
、
古
代

の
人

々
の
生
活

の
中

で
祭
儀

は
重
大
な
位
置

を
占

め
、
そ
れ
故
巫
女

は
、
人

々
の
上

に
大
き
な
位
置
を
占

め
て

い

た

だ

ろ

う
。

・

人

々
の
生
活

の
上

に
巫
女

は
大
き
な
影
響
力
を
持

ち
、
や
が

て
必
要
以
上

に

巫
女

の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
は
神
秘
化

・
神
格
化
さ
れ
人

々
に
崇
拝
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
い

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
こ
と

か
ら
巫
女
自
身
が
神
と

同
じ
よ
う

に
超
自
然
現
象
を
引
き

起

こ
す

こ
と
が

で
き

る
と
人

々
に
信

じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
容
易

な
こ
と
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だ

っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
単
な
る
人
間

の
女
か
ら
、
神
と
同
じ
不
思
議
な
カ
を

持

つ
女

へ
、
遂
に
は
巫
女
自
体

神
と
見
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
い

っ
て
も

お
か

し
く
な

い
。

『
高

野
聖
』

の
女
人
も
そ
う

で
あ

る
。

「
柔
か
な
掌
が
障
る
と
第

一
番
に
次

作
兄

い
と

い
ふ
若

い
の
の

(
り

ゃ
う
ま
ち
す
)
が

全
快
」

(
二
十
六
)
と
、
普

通

の
娘
か
ら
病
を
癒

す
力
を
持

つ
女

へ
と
変
化

し
て
い
き
、
そ

の
力

は
徐

々
に

強

大
化
し
て
い

っ
た
。
そ

し
て
村

を
襲

っ
た
洪
水

に
よ

つ
て
女
人

の
人
間
と
し

て
の
生
が
終
わ

っ
た
。

そ

の
後
、
遂

に
は

「
年
を
経
る
に
従
う
て
神
通
自
在
ぢ
ゃ
、
は
じ
め
は
體
を

押

つ
け
た

の
が
、
足
ば
か
り
と
な
り
、
手
さ
き
と
な
り
、
果

は
問
を
隔

て
て
居

て
も
、
道
を
迷
う
た
旅
人
は
嬢
様
が

思
ふ
ま

瓦
は

ッ
と

い
う
呼
吸

で
変
ず

る
」

(
同
)

よ
う

に
な

っ
た
。
病
を
癒
す

だ
け
か
ら
、

人
間
そ

の
も

の
を
変
身
さ

せ

る
力
を
持

つ
よ
う

に
な

っ
た
。
神

同
様

の
力

で
あ

る
。
女
人
自
身
遂

に
神
と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

神

は
人
を
超
、兄
た
力
故

に
人

は
崇
拝
と
恐
怖
を
与
え

る
。
宗
朝
が
女
人
と
初

め
て
会

っ
た
時
、
女
人

は
普
通

の
女
性
と
変
わ
り
が
な

い
。
し
か
し
時
が
た

つ

に

つ
れ

て
そ

の
姿

は
大
き
く
変
容
し
、
宗
朝
は
心

の
底
か
ら
女
人
を
崇

拝
す

る

よ
う
に
な
る
。

女
人

の
宗
朝

に
対
す

る
態
度

は
、
終
始
年
上

の
美

し
い
姉
が
弟

に
対
す

る
よ

う

で
あ

り
、

又
は
母
親
が
小

さ
い
子
供

に
対
す

る
よ
う

で
あ

る
と
言
え

る
。
そ

れ

は

「
叔

母
さ

ん
が
世
話
を
焼
く
」

(十
四
)
よ
う
な

の
で
あ
る
。
女
人

の
ぞ

ぽ

に
集
ま

っ
て
ま
と
わ
り
付
く
動
物
ー

蟇

・
蝙
蝠

・
猿
な
ど
に
対
し
て
も
同

様

で
あ
る
。
猿

の

「
天
窓
を
振
返
り
さ
ま
に
く
ら
は
し
た
」

(
十
六
)

よ
う

な

態
度
は
、
鳥
獣
達
が
真

か
ら
憎

く
て
し
た
訳

で
は
な
い
。

「
其

の
悪
戯

に
多
く

機
嫌
を
損
ね

た
形
、
あ
ま

り
子
供
が

は
し
ゃ
ぎ
過
ぎ
る
と
、
若

い
母
様
に

は
得

て
あ
る
図
」

(
同
)
な

の
で
あ
る
。
白
痴
に
対
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
食
事

の

時
老
沢
庵
を
ね
だ
る
白
痴

に

「婦

人
は
熟

と
瞻

っ
て
、
/

〈
ま
あ
、
可

い
ぢ

ゃ

な
い
か
。
そ

ん
な
も

の
は
何
時

で
も
食
ら
れ

ま
す
。
今
夜

は
お
客
様
が
あ
り
ま

す

よ
。〉
」

(
二
十
)
と
言
う
と

こ
ろ

は
、
ま
さ
に
母
親
が
駄

々

っ
児
を
あ
や
し

て
い
る
図

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
人

の
態
度
か
ら
受
け
る
印
象

は
優
し
く
寛

大
な
母
親
、

つ
ま
り
極

め
て
母
性
的
な

の
で
あ
る
。

女
人
が
表
側
に
出
し
て
い
る
態
度
は
ー

特
に
宗
朝
に
は
母
性
的
な
の
で
あ

る
。
時

た
ま
ほ
ん
の

一
瞬

母
性
的

な
印
象
が
消
え
、
も
う

一
つ
の
印
象
が
表
わ

れ

る
。

「
丈
も
す
ら
く

と
急

に
高
く
な

っ
た
や
う

に
見
え
た
、
婦
人

は
目
を

据

ゑ
、

口
を
結

び
、
眉
を
開

い
て
恍
惚
と
な

っ
た
有
様
、
愛
嬌
も
嬌
態
も
、
世

話
ら

し
い
打
解
け
た
風

は
頓
に
失

せ
て
、
神

か
、
魔

か
と
思

は
れ
る
。
」
(
十
九
)

と
、
動

こ
う
と

し
な

い
馬

の
正
面
に
立

つ
た
時
、
母
親

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら

一
変

し

て
し
ま
う
。

こ
こ
で
は
ま
さ
に

「
神
」
か

「
魔
」
と

い
う
人
問
を
畏
怖

さ
せ

る
力
を
～
そ

の
身
に
備

わ

っ
て

い
る
妖
怪
性
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る
。

つ
ま

り
魔
物

の
姿
が
表
わ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
旅
人
を
鳥
獣

に
変

え
て
し

ま
う
力
は
、
女
人
の
魔

力
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

こ
の

一
見

矛
盾

し
て
い
る
よ
う

な
二

つ
の
印
象
、
母
と
魔

の
姿
、

こ
れ

は
女

人

の
中

で
何

の
矛
盾
も
無
く
繋
が

り

一
体
化
し
、
表
裏
を
な

し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
二

つ
、
女
人

の
持

つ
母
性
と
魔
性

は
又
、
神

の
持

つ
性
格

で
も
あ
る
。

女
人

は
魔
性

の
部

分
よ
り
も
母
性

の
部

分
を
よ
り
多
く
表
側

に

出

し

て

い

る
つ
そ
れ
故
、
宗
朝

は
女

人
に
強

く
魅

か
れ

た
の
で
あ

る
。
宗
朝

は
女
人

の
こ
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と
を

「優

し

い
な
か
に
強

み
の
あ

る
、
気
軽

に
見
え

て
も
何
處

に
か
落
着

の
あ

る
、
馴

々
し
く
て
犯
し
易
か
ら
ぬ
品
の
可
い
、
如
何

な
る
こ
と

に
も

い
ざ
と
な

れ
ぽ

驚
く

に
足

ら
ぬ
と

い
ふ
身

に
應

の
あ

る
」

(十

七
)
と
総
評

し
た
。
優

し

さ
と

強
さ
を
併

せ
持

っ
た
こ
の
印
象

は
、
若
く
美

し
い
上

品
な
母
親

の
イ

メ
ー

ジ
に
よ
く
合

っ
て

い
る
。
が

時
に
は
ど
ん
な

こ
と
で
も

や
り
か
ね
な

い
。
と

い

う
魔

に
通
じ
る
激
し
さ
を
内
に
秘

め
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う

な

性
格

の
女
人
に
宗
朝

は
、

「
畏
敬

の
念
が
生
じ
て
善
か
悪
か
、
何

の
道
命
令
さ

れ
る
や
う
に
心
得
た
」

(
同
)

の
で
あ
る
。
善
き
に

つ
け
悪
し
き
に

つ
け
そ

の

力
を
目

の
当
た
り

に
し
、
怖
れ
崇
拝

し
て
い
る
。

鏡
花

は

「
鬼
神
力

に
対

し
て
は
大
な
る
畏
れ
を
有

っ
て
居
る
。
け
れ
ど
も

一

(注
4
)

方
観
音
力

の
絶
大
な

る
加
護
を
信
じ

る
。
」
と
言

っ
た
。
宗
朝
も
女
人

の

魔

性

を
畏
怖
す
る
と
同
時

に
、
母
性

に
熱
烈
な
愛
情
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
幼

い

子
供

の
母
親

へ
の
思
慕
よ
り
も
更

に
強

い
も

の
で
あ
り
、
生
身

の
人
間

に
対
す

る
愛
と

い
う
よ
り
偶
鑠

に
対
す

る
、
実
体
を

は

っ
き

り
と
掴
む

こ
と

の
で
き
な

い
美
神

に
対
す

る
崇
拝
と
言
え

る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
美
神

に
対
す

る
熱
烈
な
崇
拝

は
、
鏡
花

の
亡
き
母

へ
の
憧
憬
を

背
景
と

し
て
い
る
。
鏡
花

は
幼

い
頃

母
親

を
失

っ
た
。
母
親

は
そ

の
時

二
十

八

歳

で
、
若
く
美

し
い
母
を
失

っ
た
こ
と

は
、
鏡
花

に
深

い
影
響
を
残

し
た
。
そ

し
て
そ

の
母

の
面
影

は
年
が

た

つ
に

つ
れ
鏡
花

の
心
の
中

で
美
化
さ
れ

て
い

っ

た
こ
と

は
容
易

に
想
像

で
き

る
。

宗
朝

の
女

人
に
対
す

る
思
い
は
、
鏡
花

の
思

い
を
は

っ
き

り
と
投

影
し
て
い

る
。
亡

母
の
面
影

か
ら
発

し
た
理
想

の
女

性
は
神

の
域

に
ま
で
達

し
て
い
る
。

そ

の
た
め
そ

の
思
慕

は
、
自
己
と

同

一
の
地

平
線

に
生
き

て
い
る
生
身

の
女
性

に
対
す

る
思
慕
と

一
線

を
画
す

こ
と
と
な

る
。

宗
朝
が

一
泊

し
た
翌
日
、
孤

屋

へ
戻

ろ
う

か
ど
う

し
よ
う

か
と

迷

っ
た
時
、

「
汚
ら
は
し
い
欲

の
あ
れ
ぽ

こ
そ
恁
う
な

っ
た
上

に
躊
躇
す

る
わ
」

(
二
十

五
)

と
思
う
。
こ
の

「汚

ら
は
し
い
欲
」
、

つ
ま
り
肉
欲

を
、
生
身

の
女

に
対

す

る

ド

ロ
ド

ロ
と
し
た
欲
情

を
、
理
想

の
美
神
像

に
抱

い
て
は
な
ら
な

い

の

で

あ

る
。
偶
像
を
抱
く
訳
に
は

い
か
な

い
。
し
か
も

そ

の
偶

像

の
原
点
は
母
親

な

の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
母
親
を
肉
欲

の
対
象
と
見
る

こ
と

は
禁
忌

(
タ
ブ

ー
)
を

犯
す

こ
と

で
あ
り
、
人
が
避
け
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と

で
あ
る
。
も
し
そ

の

禁
ー
近
親
相
姦
を
犯
し
た
な
ら
ば
、
そ

の
人

は
厳
し

い
罰
を
受
け
な
く
て

は
な

ら
な

い
。

富
山

の
薬
売

り
は
お
そ
ら
く
女
人
を
崇

め
た
り
し
な

か

っ
た

の

だ

ろ

う
。

「
旅
籠
屋

の
女

の
ふ
と

っ
た
膝

へ
脛
を
上
げ

よ
う
」

(
三
)
と

い
う
気
持

で
女

人

に
接

し
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
故
薬
売

り
は
馬

に
変
身

し
た
の
で
あ

る
。
普
通

の
女

性
に
対

し
て
持

つ
欲
情

で
も

ρ
て
神

に
臨

ん
だ
者

へ
の
厳
罰
が

こ
れ

で
あ

る
。
馬

の
他

に
も
牛

・
猿

・
蟇

・
蝙
蝠

な
ど
変
身

さ
せ
ら
れ

た
者
も

い
る
が
、

こ
れ
ら
も

同
様

で
あ

ろ
う

。
、禁

忌

(
タ
ブ
1
)

を
犯
し
た
者
に
対
し
て
女

人
は

そ
の
力
を

「鬼
神
力
」
と

し
て
、
魔
神

と
し
て
人

々
の
目
の
前

へ
現

わ
す

の
で

あ

る
。
男
達

に
そ

の
本

性
に
相
応
し

い
姿

を
、
人
間
と
し
て
の
生
を
奪

い
、
鳥

獣

と
し
て
の
生
を
与

え
る
の
で
あ

る
。
反

対
に
、
宗
朝

の
よ
う

に
神

へ
の
愛

と

生
身

の
女

へ
の
愛

に

一
線

を
画
し
、
神

に
純

粋
な
崇

拝
を
捧
げ

た
場
合
は
、

つ

ま
り

「
感
心
に
志
が

堅
固
」
(
二
十
五
)

で
あ

る
か
ら

「嬢
様

別
し
て
の
お
情
」

(
二
十
六
)
を
受
け
、
女
人

の
力
が

「観
音

力
」

と
し
て
現
わ
れ
、
宗
朝

は
救

済
さ
れ
て
山
を
下
り
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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女
人
と
対
照
的
な
存
在
は
自
痴
で
あ
る
。
宗
朝
が
山
奥
の
孤
屋
に
辿
り
着
い

た
時
、

一
番
最
初
に
出
会

っ
た

の
が

白
痴
で
あ
る
。
そ

の
姿

は

「
ち

ゃ
ん
く

を
着
て
、
胸

の
あ
た
り
で
紐
で
結

へ
た
が

、

一
ッ
身

の
も

の
を
着

た
や
う

に
出

ッ
腹

の
太
り
肉
、

太
鼓

を
張

っ
た
く

ら
ゐ
に
、
す

べ
く

と

ふ
く
れ

て
然
も
出

臍

と
い
ふ
奴
、
南
瓜

の
帯

ほ
ど
な
異
形
な
者

を
片
手

で
い
ち
く
り
な
が
ら
幽
霊

の
手

つ
き

で
、
片
手

を
宙

に
ぶ
ら
り

。」

(十
)
と

い
う

か
な
り
醜
悪
な

イ
メ
ー

ジ
で
描

か
れ

て
い
る
。

こ
の
白
痴
が
女
人

の
夫

で
あ

る
。

女
人

の
白
痴

に
対
す

る
態
度

は
、
夫

に
対
す

る
妻

の
そ
れ

で
は
な
く
、
子
に

対
す
る
母

の
そ
れ

で
あ

る
。
白
痴

は
女
人

の
夫

で
あ
る
と
同
時
に
子
供

で
あ
る

か
も
し
れ
な

い
。

こ
の
白
痴
に
鏡
花

の
亡
母
を
原
点
と
す
る
聖
母

へ
の
渇
望
が

示
さ
れ
て

い
る

の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
子
供
が
母
親

の
夫
に
な
る
と

い
う

こ
と
は
、
近
親

相
姦
、

つ
ま
り
禁
忌

(
タ
ブ

ー
)
を
犯
す

こ
と
で
あ
り
、
否
定

さ
れ
る
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
白
痴

が

「
唖
か
、
自
痴
か
、
こ
れ
か
ら
蛙

に
な
ら

う
と
す

る
や
う

な
」

(
同
)
姿

で
、
醜

悪
で
否
定
的
な
存

在
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
は
、
近
親

相
姦

に
対
す

る
禁
忌
が
潜
在

的
に
働

い
て

い
る
か
ら
と
も
考

え
ら
れ

る
。

夜

の
食
事

の
後
、
白
痴

は
女
人

に
言
わ
れ

て

「
木
曽
節
」
を
歌
う
。
そ
れ

は

「
清
ら
か
な
涼
し

い
声
」
(
二
十

二
)

で
あ

り
、
「
前

の
世

の
比
白
痴

の
身
が
、

冥
土
か
ら
管

で
其

の
ふ
く
れ
た
腹

へ
通

は
し
て
寄
越
す

ほ
ど

に
聞

こ
え
」

(
二

十

二
)
た

の
で
あ

る
。

こ
の

「
前

の
世
」
と

は
白
痴
が
ま
だ
生
ま
れ
る
前

の
世

界

で
あ
り
、
宗
朝
自
身

の
生
ま
れ
る
前

の
世
界

で
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
前

(注
5
)

田
愛
氏

は
宗
朝

に
と

っ
て
白
痴

は

「未

生
以
前

の
自

分
の
、姿
」

で

あ

る

と

し

た
。
未
生
以
前
と

い
う

こ
と
は
母
の
胎
内

に
ま
だ

い
る
時
点
、
胎
児

の
段
階
と

言

え
る
だ
ろ
う

。
そ
の
こ
と
は

「
南
瓜

の
帯

ほ
ど
な
異
形
な
者
」

(
十
)

と
し

た
臍

を
、
胎
児
と
母
親
を
繋
ぐ
臍

の
緒

の
表
象
と
推

測
す
れ
ば
充
分
頷
け

る
。

白
痴

は
子
供

か
ら
更

に
胎
児

の
姿
を
象
徴

し
て
い
る
。

女
人

は
女
神
と
し

て
大
森
林

の
奥

に
君
臨

し
て
い
る
。
谷
川

の
水
を
司
り
、

邪
し
ま
な
心
を
持

っ
た
男
達
に
対
し
て
そ

の
神

の
力
を
魔
性

の
も

の
と
し
て
、

男
達

に
破
滅
を
与
え

る
の
で
あ

る
。

谷
川

の
水
は
鳥
獣

を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
生
命
を
与
え
若

返

ら

せ

る

「
変
若

水
」
で
あ
る
。
女
人

は
そ

の
水

の
精

と
も
言
え
る
存
在

で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
生
産
に
結
び

つ
く
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。

「
ひ
た
と
附

つ
い
て
居
る
婦

人

の
身

體
で
、
私
は
花

び
ら

の
中

へ
包

ま
れ
た
」

(
十
五
)
気
分

に
宗
朝
は
な

る
。

「
花
び
ら

の
中
」

へ
、
そ
れ
は
外
界

の
脅
威

か
ら
守
ら
れ
、
暖

か
く
優
し

い
母
胎

の
中

へ
包

ま
れ
て

い
る
よ
う

な
も

の
で
あ
る
。
宗
朝

が
女
人

の
こ
と
を

「
白
桃
の
花
」

(
十
六
)

と
し
た

の
も
、
母
胎

の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
母
を
、
そ
し

て
生
産

と
再

生
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う

。

宗
朝

は
水

の
精

で
あ

り
、
母
神

で
も
あ

る
女
人

に
よ

っ
て
行

わ
れ

る

「
禊
ぎ

の
儀
式
」
そ

し
て

「
再
生

の
儀
式
」

を
受

け
る
。
そ

し
て
そ

こ
に
は
単
な

る
再

生

か
ら
身
体
、
精
神
が
昇
華
さ
れ
、
再
生
以
前

の
自
分
と

は
ま

る
で
違
う

「
聖

な

る
存
在
」

に
生
ま
れ
変
わ

る
か
も
し
れ
な

い
。

『
高
野
聖
』

で
は
、
蛇

・
水

・
女
人
が

一
つ
に
繋
が
り

一
体
化
し
、

「
死
と

再
生
」
と
い
う
巨
大
な
儀
式

を
行

っ
て

い
る
。
人

は
生
き
て

い
る
限
り
、
そ

の

外
見
が
、
そ

の
精
神
が
変
化

し
て
い
く

。
変
化

の
中

の

一
つ
の
節

目
と

し
て
儀

礼
が
存
在
す

る
。
所
謂
、

「
通
過
儀
礼
」

で
あ

る
。

民
俗
学
者
井
之

口
章
次
氏

は
、

「
個
人
が
そ

の
生
涯

の
成
長
衰
退

の
過
程

の
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中

で
、
必
ず
通
過

し
、
ま
た

は
通
過
さ
せ
ら
れ
る
諸
儀
礼
を
、
人
生
儀
礼

、
生

(注
6
)

涯
儀
礼
、
通
過
儀
礼
な
ど
」
と
言
う
と
し
た
。

「
死
と
再
生
」
は
通
過
儀
礼

の

中

で
最
大

の
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
高
野
聖
』

の
場
合
、
肉
体
そ

の
も

の
よ
り
、
精

神
及
び
性

の
更
新
に
比
重

が
置

か
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
人
を
崇
拝
す
る

こ
と

の
で
き
た
宗
朝

は
、
浄
化
さ
れ

て
山
を
下
り
た
。
そ

の
反
面
、
女
人
を
情
欲

の
対
象
と
見
た
男

達

は
、
鳥
獣

に
変
化

し
た
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
儀
礼
を
尊
重
し
た
か
、
し
な

か

っ
た

か
の
差
と
も
言
え
る

か
も
し
れ
な

い
。
ど
ち
ら

に
し
て
も
与
え
ら
れ
る

再
生
が
、
常

に
祝
福

の
方
向
だ
け
に
向

い
て

い
る
と

は
限
ら
な

い
。

そ
し

て

「
死
と
再
生
」

の
儀
礼
に

は
、

「
性
」
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
妊

娠

・
出
産

に
は
性
が
必
ず
伴

い
、
そ
し

て
必
要

で
あ
る
。
事
実
、

『
高
野
聖
』
に

出
て
く

る
禁
忌

(
タ
ブ

ー
)
と
さ
れ

て
い
る
も

の
は
ど
れ
も
皆
、
性
と
関
わ
り

合

い
が
あ

る
。
蛇

・
水

・
女
人
も
性
を
強
く
感
じ
さ

せ
る
。
特
に
、
女
人
が
魔

性

の
部
分
を
表

に
出
し
た
時
が
そ
う

で
あ

る
。

「
生

ぬ
る
い
風

の
や
う
な
気
勢

が
す

る
と
思

ふ
と
、
左

の
肩

か
ら
片
膚
を
脱

い
だ
が
、
右

の
手
を
脱
し
て
、
前

へ
廻

し
、

ふ
く
ら

ん
だ
胸

の
あ
た
り

で
着

て
居
た
其

の
単
衣
を
圓
げ
て
持
ち
、

霞
も
絡

は
ぬ
姿

は
な

っ
た
。

(
中
略
)
兎

は
躍

っ
て
、
仰
向
け
ざ
ま
に
身
を
翻

し
、
妖
気
を
籠

め
て
朦
朧
と

し
た
月
あ

か
り
に
、
前
足

の
間

に
膚
が
挟

っ
た
と

思

ふ
と
、
衣
を
脱

し
て
掻
取
り
な
が
ら
下
腹
を
衝
と
潜

っ
て
抜
け

て

出

た
。
」

(
十
九
)
。

こ
こ
は
性
を
、
強

い

エ
ロ
テ

ィ
シ
ズ

ム
を
感
じ
さ
せ
る
場
面

で

あ

る
。
人
間
存
在

の
根
源

で
あ
る
生
と
死

の
た
め

の
儀
礼

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

こ

に
性
が
感
じ
ら
れ
る

の
は
当
然
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

こ
に

は
必
ず

禁
忌

(
タ
ブ

ー
)
が
伴

っ
て

い
る
。
何
事

に
し
て
も

し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
必
ず
あ

る
。

「
死
と
再
生
」

の
儀
礼

に
は
性
が
強
く
関
わ

っ
て

い
る
と
同
時

に
、
「
浄
化
」

及
び

「
聖
化
」

の
問
題
が
必
ず
件
う
。
た
だ
再
生
す

る
だ
け

で
は
駄
目
な

の
で

あ

る
。
そ

こ
に
は
以
前

の
自
分
よ
り

は
昇
華
さ
れ
た
自
分
、

つ
ま
り
身

に
付

い

た
汚
れ
や
罪
を
洗

い
流

し
た
、

「
浄
化
」
さ
れ
た
自
分

で
な
く
て

は
な
ら
な

い

の
で
あ

る
。
更

に
、
浄
化
さ
れ
穢
れ
を
落
と
し
無
垢
な
状
態
と
な
り
、
周
囲

の

人

々
よ
り
も
昇
華
さ
れ
た
存
在

に
、
神
聖
な
存
在

に
、

つ
ま
り

「
聖
化
」
さ
れ

た
自
分
を
見
出
す

こ
と
を
、
人

は
希
求
す

る
の
で
あ

る
。

『
高
野
聖
』
最
後

の
場
面
、
宗
朝
と
話

し
の
聞
き
手

で
あ

る

「
私
」
が
別
れ

る
場
面

で
宗
朝

の
姿

は
、

「
ち
ら

ち
ら
と
雪

の
降

る
な

か
を
次
第

に
高
く
坂
道

馳

を
上

る
聖

の
姿
、
恰
も
雲

に
駕

し
て
行
く
や
う

に
見
え
た

の
で
あ

る
。
」

(
二
十

六
)
と
書

か
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
宗
朝

は
女
人
を
祭
司
と

し
て
、

「
俗
」

か
ら

「
聖
」

に
浄
化
さ
れ
、
更

に
話

の
聞
き
手

で
あ

る

「
私
」
自
身
が
、
宗
朝

(注
7
)

の
語

り
に
よ

っ
て
浄
化

さ
れ

た
の
だ
と

い
う
論
が
、あ

る
。

宗
朝

は
実

際
水

を
浴

び
て
再
生

し
、

「
私
」

は
間
接
的

に
儀
礼
を
受
け
再
生

し
、
聖
化

さ
れ
た
存
在

に
な

っ
た
と

言
え
る
。

し
か
し
、
そ

の
聖
化

は
果
た

し

て
完

全
な
聖

化
で
あ

っ
た
で
あ

ろ
う

か
。
宗
朝

は
、

「
僧
侶

よ
り
は
世

の
中

の

宗

匠
と
い
ふ
も

の
に
、
其

よ
り
も
寧

ろ
俗

歟
。」

(
一
)
と
、
儀
礼
が
終
了

し
た

後
も
、
な

お
俗

な
と

こ
ろ
を
そ

の
身

に
残

し
て
い
る
。

「
私
」

に
し
て
も
、
実

際

に
女
人
と

会
わ
ず
、
水

に
よ
る

「
死
と
再
生
」

の
儀
式
を
受
け

て

い

な

い

「私
」
が

ど
こ
ま
で
浄
化

さ
れ
聖
化

し
た
か
、
甚
[だ
曖
昧

で
あ

る
。

儀
礼

の
中

に
は

「
禊
ぎ
」

の
儀
式
が
あ

り
、
そ
れ

は
水

の
洗
礼

に
よ

っ
て
身

の
穢
れ
を
洗

い
流
す

こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

『
高
野
聖
』

の
水
浴

の
場
面

を

「
禊
ぎ
」

の
儀
式
と
し
て
見
れ
ば
、
宗
朝
が
身
心

の
不
浄
を
浄
化
さ
れ
た

こ
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と

は
間
違

い
な

い
。
問
題
な

の
は

一
体
ど

の
程
度
ま

で
浄

化
さ
れ
た
か
。
と

い

う

こ
と

で
あ

る
。
本
当
に
聖
な
る
存
在
に
ま

で
浄
化
さ
れ
た
か
。
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

水
と

い
う
巨
大
な
力

に
よ

っ
て

「
死
と
再
生
」

の
儀
礼

は
、
実
行
さ
れ

る
の

で
あ

る
。
そ

し
て
通
過
儀
礼

は
誰
も
が
必
ず
通
過

し
な
く

て
は
な
ら
な

い
儀
礼

で
あ

り
、
人
生

の
次

の
段
階

へ
進
む

た
め
の
重
要
な
ポ

イ
ソ
ト
で
あ
る
。
そ
し

て
よ
り
完
全

な
浄
化

の
た
め
繰

り
返

し
行
な
わ
れ
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

『
高

野
聖
』

の
女
人

は
、
谷
川

の
水
あ

る
限

り
い

つ
ま

で
も
若
く
美

し
く
、
そ

し
て

旅

人
は
繰

り
返

し
現
わ
れ

る
だ

ろ
う
。

「
死
と
再
生
」

の
儀
式

は
永
遠

に
繰

り

返
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

儀
礼
が
繊

り
返

さ
れ

る
な
ら
ぽ
、
第

二
、
第

三

の

『高

野
聖
』
は
必
ず
現

わ

れ

る
こ
と

に
な
る
。
物
語

は
永
遠

に
繰

り
返
さ
れ
、
終
わ
り
な
き

物

語

と

化

す

。
物
語
が
繰

り
返
さ
れ
、

人

々
の
間
に
伝
わ
り
、
親

か
ら
子

へ
と
伝

わ
り
な

が

ら
、
物
語

は
普
遍
化

さ
れ
伝

説

・
伝
承

へ
と
変
化
し
て

い
く
。

水

は
生
か
ら
死
、
そ

し
て
再
生
と
い
う

パ
タ
ー

ソ
を
古
代
か
ら
繰

り
返
し
続

け

て
き

た
。
そ
れ

は
終

わ
り
な
き
繰

り
返
し
で
あ
り
、

一
つ
が
始

ま
る
と

一
つ

が

終
わ
り
、

又
始

ま
り
に
戻
る
と

い
う
循
環

を
繰

り
返
し
て

い
る
。

つ
ま
り
円

環
的
な
存
在

な
の
で
あ

る
。
過
去
と
未
来
が

一
つ
に
繋
が

る
と

い
う

こ
と

は
、

永
遠

に
終
わ

り
の
無

い
円

の
世
界

で
あ

る
。

一
人

の
人
間
が
生

・
死

・
再
生
と

い
う

パ
タ
ー
ソ
を
繰

り
返

し
行

っ
て
い
る

と
す
る
。

こ
れ

は
誰
も
が
行
う

こ
と
が

で
き
る
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
。

一
人

か
ら

二
人

へ
、
更
に
は
何
十
人
、
何
百
人
と
な
り
、
遂

に
は
人
間
と

い
う
種
族

全
体
が
、

こ
の
繰

り
返

し
を
や

っ
て
い
る
と
言
え

る
こ
と

に
な

る
。
人
間

は
常

に
繰

り
返

し
生
き
、
死

に
、

又
生
き

る
の
で
あ

る
。
そ

し
て
人
間
は
永

遠
に
再

生
を
続

け
て
世
界

の
終
末

へ
と
、
過
去

へ
繋
が

る
未

来

へ
と
進

ん
で
行

く
の
で

あ

る
。

こ
れ

は
ま
さ
に

「
輪

廻
」

で
あ
る
。

「
輪

廻
」
と

い
う
言
葉

は
、
仏
教

か
ら
来

た
も

の
で
あ

り
、
仏
教

の
重
要

な

概
念

で
あ

る
。
輪

廻
は
、
生

死

・
転
生

・
流
転

な
ど
と
も

言
い
、
車
輪
が

回
転

し
て
止

ま
る
こ
と
が
無

い
よ
う

に
、

人
間
が
煩

悩
と
業

に
よ

っ
て
、
迷

い
の
世

界
、
す

な
わ
ち
三
界

(欲
界

・
色
界

・
無

色

界
)
、

六
道

(
地
獄

・
餓
鬼

・
畜

生

・
阿
修
羅

・
人

・
天
)
に
、
生
ま
れ
変

わ
り
死
に
変
わ

っ
て
果

て
し
が
無

い

こ
と
を
言
う
。
そ
し
て
こ

の
輪

廻
か
ら
脱

す
る
こ
と
が

、
解

脱

で
、
そ

の
境

地

が
涅
槃
と
さ
れ

る
。

こ
の
解
説

・
湟
槃

は
、
浄

化

・
聖
化
に
対
応
す
る
言
葉
と
言
え
る
。
輪

廻
か

ら

の
脱
出
と

は
人

の
世

の
苦
し
み
か
ら
脱
し
、
疲
労
や
汚
れ
な
ど
と
無
緑

の
存

在
と
な

る
こ
と

で
あ

る
。
そ
れ

は
自
分
自
身
を
昇
華
し
、
聖
な
る
存
在
に
な
る

こ
と

で
あ

る
。
し
か
も
そ

の
聖
化

は
、
更
に
聖
化
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て

い
る

不
完
全

で
、
中
途
半
端
な
聖
化

で
は
な

い
。
完
全
に
聖
化
さ
れ
、

こ
れ
以
上
聖

化
さ
れ
よ
う
が
無

い
と

い
う
状
態
、
至
高

の
存
在

で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば

、

神

の
段
階
に
達
し
た

の
で
あ
る
。

鏡

花
は
、

こ
の

「輪

廻
」

の

一
断
面
を
繰

り
返
し
書

き
続

け
た
作
家
と
言

え

る
。近

代
小
説
の
主
要
な

モ
チ
ー

フ
と

な

っ
て
い
る

「
自
我
」
と

い
う
問
題

よ
り

も
、
遥

か
に
巨
大

で
、
人
間
と

い
う
種
族

の
存
在
そ

の
も

の
に
根
ざ
す
問
題
を

捉
え

て
い
た
と
言
え

る
。

「
自
我
」
を
問
題
と

し
た
小
説
が
書

か
れ
る
よ
う
に

な

っ
た

の
は
、
明
治
時
代
以
降
西
欧

の
近
代
思
想
が
日
本
に
流
入
し
た
時
か
ら
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で
あ
る
。
従

っ
て

「自

我
」
を
表

現
し
て

い
る
小
説
は
西
洋
近

代
思
想
の
影
響

が
強

い
小

説
な
の
で
あ

る
。
と
す

る
と
、

「
死
と
再
生
」
と

い
う
輪
廻
思
想
を

根
底

と
し
て
い
る
鏡
花

の
小

説
は
、
極

め
て
日
本
的
だ
と
言
え

る
だ

ろ
う
。

「
代
が

は
り
の
世
界
」
、

「
死
と
再
生
」
と

い
う
思

想
は
、
古
代

か
ら
続
く
極

め
て
日
本

的
な
伝

説

・
伝

承
で
あ

る
。
明
治

以
降

の
近
代

は
、

こ
の
よ
う
な
伝

説

・
伝
承

の
類
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
余

地
は
な
か

っ
た
。
西
欧

の
近
代

思
想

は

目
本

の
古

代
か
ら
続
く
伝
説
を
駆
逐
し
、
そ
の
領
域
を
大
き
く
侵

犯
し
て
い

っ

た
。生

命
を
再
生
さ

ぜ
る
水
を
自
由
に
操
る
女
人
は
、
す
べ
て

の
生
命

を
生
み
出

す
地
母
神
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
日
本

の
伝
説

の
中
に
属
す
る
女
人

の
、
魔
神
と

し
て
の
力

は
、
侵
犯
さ
れ
た
地
母
神

の
近
代
に
対
す
る
復
讐
と
見
る

こ
と
も
で

き

る
。

『
高

野
聖
』

の
宗
朝

は
、
夏

の

一
昼
夜

で

「
死
と
再
生
」
と

い
う
巨
大
な
循

環

を
果

た
し
た
。

こ
れ

は
鏡
花
自
身

の
願
望

で
あ

る
は
ず
だ
。
そ

し
て
鏡
花

の

『
高

野
聖
』

を
は
じ
め
と
す

る
多
く

の
作
品

は
、
鏡
花

の
心

の
奥
底

に
存
在
す

る
、
鏡
花

の
伝

説

・
伝

承
の
物
語

で
あ

り
、
浄
化

・
聖
化
さ
れ

た
存
在

へ
の
憧

れ

と
夢
を
鏡
花

の
言
葉

で
描

い
た
も

の
で
あ

る
。
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記
念
古
代
研
究
所
編
集

・
中
央
公
論
社
刊
)
所
収
の

『
水
の
女
』

一
〇
三
頁
。

ガ
ス
ト
ン

・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

『
水
と
夢
i
物
質
の
想
像
力
に
つ
い
て
の
試
論
』

(
一
九
六
九
年
八
月
十
日
、
初
版
、
国
文
社
刊
)
第

一
章

『
陽
る
い
水
、
春
の

水
と
流
れ
る
水
。
ナ
ル
シ
シ
ス
ム
の
客
観
的
条
件
。
愛
す
る
水
』

五
八
頁
。

泉
鏡
花

談
話

『お
化
け
好
き
の
謂
れ
少
々
と
処
女
作
』

(明
治
四
十
年
五
月

「
新
潮
」
に
発
表
。)

「泉
鏡
花

文
学
研
究
資
料
叢
書
」
昭
和
五
十
五
年
六
月
、
初
版
、
日
本
文
学

研
究
資
料
刊
行
会
編
集

・
有
精
堂
刊
)
所
収
の
前
田
愛

『泉
鏡
花

「高
野
聖
」

ー
旅
人
の
も
の
が
た
り
』

=
二
九
頁
。

『
講
座

日
本
の
民
俗
三

人
生
儀
礼
』

(
昭
和
五
十
三
年
、
初
版
、
井
之
ロ

章
次
編
集

・
有
精
堂
刊
)
第

一
章
概
略

一
頁
。

「
泉
鏡
花

文
学
概
究
資
料
叢
書
」

(昭
和
五
十
五
年
六
月
、
初
版
、
日
本
文

学
研
究
資
料
刊
行
会
編
集

・
有
精
堂
刊
)
所
収
の
東
郷
克
美
『
「高

野

聖
」
の

水
中
夢
』

一
五
〇
頁
。
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ガ
ス
ト
ソ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

『
水
と
夢
-
物
質
の
想
像
力
に
つ
い
て
の
試
論
』

(
一
九
六
九
年
八
月
十
日
、
初
版
、
国
文
社
刊
)
第
五
章

『母
性
の
水
と
女
性

の
水
』

一
七
二
頁
。

「
折
ロ
信
夫
全
集
」

(第
二
巻
、
昭
和
五
十
年
十
月
十
日
、
初
版
、
折
口
博
士
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