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自
称
す
る
の
で
あ
り
、
前
ジ
テ
が《
化
身
》、
後
ジ
テ
は
そ
の《
正
体
》

と
い
う
、
夢
幻
能
一
般
の
区
別
は
当
て
は
め
に
く
い
。
僧
自
身
は

仮
寝
の
夢
を
見
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
い
え
ば

五
条
あ
た
り
の
あ
ば
ら
屋
界か
い
わ
い隈
を
歩
き
回
る
う
ち
に
、
女
の
歌
を

吟
ず
る
声
を
聞
く
と
思
う
頃
に
は（
小
書「
山
之
端
出
」が
つ
く
と
、

前
ジ
テ
は
僧
の
着
キ
ゼ
リ
フ
の
前
に
も
幕
内
で
歌
を
吟
ず
る
）、
そ
こ
は

六
条
河
原
の
院（
な
に
が
し
の
院
）と
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
後
ジ
テ
が

後
場
で
現
す
主
意
は
、
執
心
ゆ
え
の「
か
ゝ
る
身
」（
８
段
掛
ケ
合
）

か
ら
解げ

脱だ
つ（

10
段
ノ
リ
地
）を
遂
げ
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は

過
去
の
再
現
で
は
な
く
、新
た
な
事
態
の
進
行
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

僧
の
所
望
し
た
夕
顔
が
露
と
消
え
た
世
語
り
は
、
こ
う
し
て
４
段

の
要
約
と
８
段
の
叙
景
を「
か
け
て
現
は
」
さ
れ
た
が
、
菩ぼ

提だ
い

心し
ん

を

勧
め
る『
源
氏
物
語
』の
真
義（
４
段
ク
リ
）を
大
切
に
語
り
伝
え
た

い
女
は
、
い
た
ず
ら
に
恐
怖
心
や
無
念
を
強
調
す
る
よ
り
、「
こ
の
世

は
斯か

く
ば
か
り
儚は

か
な

か
り
け
る
蜉ひ

お
む
し蝣

の
」を
始
め
、
夕
顔
の
露
の
命
の

は
か
な
さ
を
印
象
づ
け
る
要
約
に
し
て
い
る
。「
源
氏
は
皆
無
常
也
。

…
花
の
こ
と
く
な
る
人
も
皆
夢
の
こ
と
く
な
り
け
る
と
い
ふ
事
を

沙
汰
せ
る
を
、
此
物
か
た
り
の
所
詮
と
す
る
也
。
」（『
源
氏
物
語
提
要
』

夕
顔
）と
い
う『
源
氏
物
語
』観
に
通
ず
る
境
地
に
、
女
も
今
は
到
達
し
て

い
る
か
に
見
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
解
脱
も
か
な
う
の
で
あ
ろ
う
が
、

早
世
し
た
た
め
生
前
は
菩
提
心
を
起
こ
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　

な
に
が
し
の
院
で
は
か
な
く
消
え
た
夕
顔
は
後
の
世
の
語
り
ぐ
さ

（
世
語
り
）と
な
っ
た
。
た
ま
た
ま
な
に
が
し
の
院
付
近
を
通
り

か
か
り
、
女（
前
ジ
テ
）の
歌
を
詠
ず
る
声
を
聞
い
て
夢
の
世
界
に

引
き
込
ま
れ
た
僧
（
ワ
キ
）も
、
豊ぶ
ん

後ご

の
国
か
ら
出
た
縁
で
玉た
ま
か
ず
ら葛
の

母
親
を
弔
う
気
に
な
り
、
そ
の
前
に
名
に
負
う
場
所
で
の
世
語
り
を

女
に
期
待
し
て
い
る
。
女
は
夕
顔
の
巻
の
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
、

光
源
氏
と
の
出
会
い
か
ら
死
に
至
る
経
過
を
要
約
し（
４
段
サ
シ
・

ク
セ
）、中
入
り
と
僧
に
よ
る
弔
い
を
は
さ
ん
で
、当
夜
の
な
に
が
し
の

院
の
気け

疎う
と

い
状
況
を
現
出
さ
せ
て
い
る（
８
段
掛
ケ
合
）。
後
者
は

女（
後
ジ
テ
）が
僧
に
こ
こ
を「
見
給
へ
」
と
い
い（
詞
章
の
引
用
は

金
剛
流
現
行
謡
本
に
よ
る
）、
僧
も
目
に
見
え
る
池
や
松
の
様
子
を

言
葉
に
し
て
、
夕
顔
の
巻
に
よ
る
叙
景
に
加
わ
っ
て
い
る
。
前
場
の

要
約
と
後
場
の
叙
景
を
合
わ
せ
て
、「
世
語
り
を
。
か
け
て
現
は
」

す
こ
と
が
行
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る（
要
約
と
叙
景
の
語
は
新
潮

日
本
古
典
集
成『
謡
曲
集
下
』に
よ
る
）。

　

そ
の
間
、前
場
と
後
場
を「
か
け
て
」、僧
の
夢
は
続
く
と
見
ら
れ
る
。

中
入
り
前
に
前
ジ
テ
は
夕
顔
の
死
に
語
り
及
び
、
そ
の
こ
と
を「
夢
に

来
り
て
申
す
」と
結
ぶ
の
は
後
場
の
予
告
で
は
な
い
。
ま
た
後
ジ
テ

は
物
の
怪け

に
取
り
殺
さ
れ
た
有
様
を「
今
の
夢
人
」が
現
す
と
い
い

つ
つ（
７
段
サ
シ
）、
後
場
で
現
す
の
は
気
疎
い
状
況
に
過
ぎ
な
い
。

先
刻
、
宵
の
間
に
仕
事
を
し
た
前
ジ
テ
ま
で
含
め
て「
今
の
夢
人
」と



　

捨
て
ら
れ
な
い
執
心
は
後
の
世
の
障さ
わ

り
と
な
り
、
今
も
な
お
心
を

覆お
お

う
浮
き
雲
が
去
来
す
る（
２
段
サ
シ
・
下
ゲ
歌
・
上
ゲ
歌
）。
そ
の

身
の
上
を「
か
ゝ
る
身
」と
い
う
に
し
て
も
、
女
は《
死
の
物
語
》
を
抱

え
な
が
ら
恋
慕
の
妄
執
に
や
つ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て

〈
半
蔀
〉の
夕
顔
の
よ
う
に
光
源
氏
と
出
会
っ
た
思
い
出（《
生
の
物
語
》
）

に
陶
酔
す
る
の
で
も
な
い
。〈
夕
顔
〉
の
女
は
夕
顔
の
花
の
色
香
を

捨
て
な
い
ま
ま
の
美
し
い
姿
で
現
れ
、
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

悔
い
る
と
共
に
、
夕
顔
の
巻
の「
あ
は
れ
」（
４
段
サ
シ
）を
説
い
て
、

自
他
に
菩
提
心
を
勧
め
る
役
割
を
果
た
し
、
僧
に
老
少
不
定（
遍
昭
の

哀
傷
歌
を
踏
ま
え
る
）の
世
語
り
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　

な
に
が
し
の
院
で
散
り
果
て
た
夕
顔
の
花
は
二
度
と
咲
く
こ
と
は

な
い
と
思
わ
れ
た（
４
段
ク
セ
）。
し
か
し
、
僧
の
弔
い
を
受
け
て

喜
ぶ
女
は
夕
顔
の
花
が
開
く
よ
う
に
ほ
ほ
笑
み
、
願
い
の
ま
ま
に

「
東し
の
の
め雲
の
道
」の
迷
い（
な
に
が
し
の
院
に
到
着
し
た
光
源
氏
が
夕
顔

に
詠
み
か
け
た
歌
の
言
葉
。
そ
の
返
歌
が
前
ジ
テ
の
吟
ず
る「
山
の

端
の
」の
歌
）を
抜
け
出
し
た（
10
段
ノ
リ
地
）。
僧
の
弔
い
は
法
華
読ど
く
じ
ゅ誦

の
声
を
絶
や
さ
な
い
こ
と（
６
段
上
ゲ
歌
）、
加
え
て
女
に
仏
教
的
な

世
語
り
を
促
し
、
菩
提
心
を
勧
め
る
語
り
手
に
同
化
さ
せ
る
働
き
を

し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
さ
ら
に
、
女
自
身
が
序
之
舞（
９
段
）を

舞
う
前
に
、「
優う

婆ば

塞そ
く

が
行
ふ
道
を
し
る
べ
に
て
来
ん
世
も
深
き
契
り

絶
え
す
な
」と
い
う
、
光
源
氏
が
夕
顔
の
宿
で
詠
ん
だ
歌
を
吟
じ
て
、

「
か
ゝ
る
身
」と
な
っ
て
も
来
世
に
希
望
を
託
す
姿
勢
を
明
確
に
し
た

こ
と
に
も
意
味
が
あ
ろ
う
。

　

光
源
氏
の
歌
の
真
意
は
弥み

勒ろ
く

の
世
を
来
世
と
し
て
、
こ
の
世
の
み

な
ら
ぬ
契
り
を
頼
み
と
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』で
は

長
生
殿
の
古
例
が
不
吉
に
思
わ
れ
て
、
そ
う
言
い
換
え
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
光
源
氏
の
望
む
と
こ
ろ
は
比
翼
連
理
の
誓
い（
つ
ま
り
は

現
世
的
欲
望
）と
変
わ
ら
な
い
か
ら
、
結
果
も
古
例
に
同
じ
く
二
人
の

仲
は
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
歌
を
今
、
女
が
復
唱
す
る
の
は

（
喜
多
流
で
は
僧
も
上
の
句
の
詠
唱
に
加
わ
る
）、
た
だ
往
時
を
偲
ぶ

た
め
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
光
源
氏
そ
の
人
に
執
着
す
る
気
配
も

な
い
。
優
婆
塞
の
勤
行
な
ら
ぬ
僧
の
弔
い
を
得
た
今
、
女
は
そ
れ
を

道
し
る
べ
に
来
世
往
生
を
遂
げ
る
覚
悟
を
、
歌
と
舞
で
確
か
め
る

つ
も
り
で
あ
ろ
う（
小
書「
合
掌
留
」で
は
、
舞
い
上
げ
た
後
、
僧
に

向
か
っ
て
合
掌
す
る
）。
序
之
舞
を
舞
う
前
後
で
状
況
が
変
化
し
て

い
る
と
見
て
、
序
之
舞
自
体
が
成
仏
へ
の
変
身
の
過
程
で
あ
る
と
も

い
わ
れ
る
が（
三
宅
晶
子「
変
身
す
る
舞
─〈
夕
顔
〉
と〈
巻
絹
〉
─
」

『
銕
仙
』四
九
八
、二
〇
〇
一
年
一
二
月
）、
そ
の
過
程
に
は
右
に
述
べ
て

き
た
よ
う
な
、ま
た
世
阿
弥
の
ね
ら
う
貴
女
悩
乱
の
風
趣（『
三
道
』
）

と
も
異
な
る
、
菩
提
心
の
発
露
が
随
所
に
う
か
が
わ
れ
る
。
興
味

本
位
に
流
れ
が
ち
な
世
語
り
と
は
一
線
を
画
し
た
作
り
を
、
実
際
の

舞
台
で
も
た
ど
り
返
し
て
み
た
い
と
思
う
。


