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良
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英

穂

は
じ
め
に

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
月
光
姫
が
転
生
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
は
多
い
。
例
え
ば
坊
城
俊
民
は
「「
夢
」
を
失
っ
た
ジ
ン
・
ジ
ャ

ン
は
、
す
で
に
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
形
骸
、
た
ん
な
る
肉
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
⑴
」
と

述
べ
、
佐
藤
秀
明
は
『
天
人
五
衰
』
に
お
け
る
久
松
慶
子
の
言
動
に
焦
点
を
当
て
て
「
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
自
体
が
「
贋
物
」
で
あ
る
と
、
慶

子
が
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
慶
子
に
も
判
断
で
き
る
真
贋
の
基
準
と
は
、
輪
廻
転
生
の
い
く
つ
か
の
条
件
の
中
で
も

死
の
年
齢
し
か
な
い
⑵
」
と
月
光
姫
の
転
生
を
否
定
し
て
い
る
。

確
か
に
テ
ク
ス
ト
の
大
部
分
は
本
多
に
焦
点
化
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
自
ず
と
本
多
の
目
を
通
し
た
月
光
姫
し
か
語
ら
れ
る
こ
と
が
な

い
た
め
、
月
光
姫
は
清
顕
や
勲
の
よ
う
に
命
を
賭
し
て
何
か
を
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
目
的
意
識
も
持
た
な
い
か
の
よ
う
に
印
象
付
け
ら

れ
る
。
日
本
に
留
学
し
て
き
た
月
光
姫
が
本
多
に
語
っ
て
み
せ
る
言
葉
に
は
、
清
顕
や
勲
の
示
し
た
真
摯
な
熱
意
が
感
じ
ら
れ
ず
、
内
面

的
に
は
月
光
姫
は
も
は
や
転
生
者
と
し
て
何
の
連
続
性
も
持
ち
得
て
い
な
い
と
結
論
を
下
す
に
吝
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
山
崎

義
光
は
「
物
語
世
界
内
の
事
実
と
し
て
、
清
顕
、
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
、
透
が
転
生
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
転
生
者
に
焦
点
化
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さ
れ
つ
つ
語
ら
れ
て
い
く
と
き
に
提
示
さ
れ
る
夢
や
身
体
的
な
特
徴
（
三
つ
の
黒
子
）
と
、
本
多
が
焦
点
化
さ
れ
て
語
ら
れ
る
と
き
に
提

示
さ
れ
る
転
生
思
想
と
が
、
相
依
的
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
」
り
、
そ
の
関
係
が
崩
れ
る
『
暁
の
寺
』
以
降
は
「
転
生
者
で

あ
る
と
い
う
物
語
世
界
の
事
実
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
い
く
⑶
」
と
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
は
本
多
に
焦
点
化
さ
れ
た
水
準
の
問
題
か
ら
転
生
の
真
偽
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
客
観
的
に
は
、
月
光
姫
は

や
は
り
清
顕
や
勲
を
継
ぐ
転
生
者
の
列
に
連
な
る
資
質
を
持
ち
得
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
仮
に
月
光
姫
が
本
物
の
転
生
者
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
月
光
姫
の
姉
と
名
乗
る
人
物
が
月
光
姫
は
二�

十�

歳�

で�

死
ん
だ
と
証
言

し
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
。
本
多
が
清
顕
や
勲
の
転
生
者
を
夢
見
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
彼
ら
が
二
十
歳
で
死
を
迎
え
た
こ
と
は
、
こ

の
時
点
で
は
本
多
以
外
誰
も
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
月
光
姫
の
姉
が
あ
え
て
妹
は
二
十
歳
で
死
ん
だ
と
い
う
嘘
を
つ
く
必
要
も

な
い
わ
け
で
あ
り
、
妹
は
二
十
歳
で
死
ん
だ
と
証
言
し
た
こ
と
は
全
く
の
偶
然
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
単
な
る
偶
然
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
多
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
月
光
姫
の
死
が
真

実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
、
月
光
姫
が
二
十
歳
で
死
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
証
言
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

は
、
二
十
歳
の
死
に
よ
っ
て
転
生
者
と
し
て
の
月
光
姫
の
本
物
性
が
証
明
さ
れ
、
本
多
は
ま
た
そ
の
先
に
転
生
を
夢
見
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
論
者
は
か
つ
て
語
り
の
水
準
と
月
光
姫
の
レ
ス
ビ
ア
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
当
て
て
月
光
姫
の
転

生
の
可
能
性
を
探
り
⑷
、
ま
た
テ
ク
ス
ト
内
外
の
言
説
か
ら
三
人
の
転
生
の
可
能
性
に
言
及
し
た
⑸
。

本
稿
で
は
月
光
姫
の
真
贋
の
問
題
に
も
触
れ
な
が
ら
、『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
聖
と
穢
れ
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
転
生
の
最
も
客
観
的
証
拠
で
あ
る
脇
腹
の
黒
子
を
確
認
し
得
な
か
っ
た
本
多
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
戦
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争
と
い
う
日
本
の
命
運
が
最
大
の
危
機
に
晒
さ
れ
た
時
代
に
背
を
向
け
、
専
ら
輪
廻
転
生
の
研
究
に
没
頭
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
争
と
い

う
非
常
時
に
あ
っ
て
、
不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
気
配
は
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
多
く
の
日
本
人
が
経
験

し
た
で
あ
ろ
う
戦
争
の
悲
惨
さ
と
は
全
く
無
縁
の
、
常
識
外
れ
の
「
僥
倖
」
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
こ
と
は
本
多
の
生
活
を
根
柢

か
ら
変
え
た
。（
略
）
交
際
も
変
り
、
心
の
持
ち
方
も
変
っ
た
。
こ
ん
な
風
に
四
億
近
い
金
が
こ
ろ
が
り
込
む
こ
と
も
、
そ
れ
を
可
能
に

し
た
新
ら
し
い
時
代
も
、
真
面
目
に
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
も
不
真
面
目
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
」（『
暁
の
寺
』

二
十
三
）
と
、
本
多
の
生
活
は
一
変
す
る
。『
春
の
雪
』『
奔
馬
』
に
お
け
る
本
多
と
『
暁
の
寺
』
第
二
部
以
降
の
本
多
と
を
比
べ
て
み
れ

ば
、
イ
ン
ド
で
の
体
験
と
戦
争
中
の
出
来
事
が
、
本
多
に
い
か
に
重
要
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
か
が
よ
く
わ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
第
一
部
を
、『
春
の
雪
』『
奔
馬
』
と
『
暁
の
寺
』
第
二
部
『
天
人
五
衰
』
と
を
折
り
返
す
「
二
曲
一
双
の
屏
風
の
「
蝶

番
」
に
見
立
て
⑹
」
よ
う
と
す
る
見
方
も
あ
る
の
だ
が
、「
二
曲
一
双
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
『
豊
饒
の
海
』
全
編
は
Ｐ
・
Ｌ
・
バ
ー

ガ
ー
の
指
摘
し
た
三
元
構
造
を
有
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ノ

モ

ス

社
会
的
に
確
立
さ
れ
た
規
範
秩
序
が
当
り
前
だ
と
い
う
実
質
を
達
成
す
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
、
宇
宙
に
内
在
す
る
基
本
的
な
意
味
と
考
え
ら
れ
る

も
の
に
合
同
す
る
よ
う
に
な
る
。
ノ
モ
ス
と
コ
ス
モ
ス
と
が
共
存
す
る
よ
う
に
な
る
。（
略
）
よ
り
深
い
次
元
で
神
聖
は
も
う
ひ
と
つ
の
対
立
範
疇
、

す
な
わ
ち
カ
オ
ス
の
範
疇
を
も
っ
て
い
る
。
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
は
カ
オ
ス
か
ら
生
じ
、
そ
の
恐
ろ
し
い
相
手
と
し
て
後
者
に
直
面
し
続
け
る
⑺
。

コ
ス
モ
ス
と
は
聖
な
る
も
の
、
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
た
秩
序
で
あ
り
、
カ
オ
ス
と
は
聖
性
の
も
う
一
方
の
側
面
で
あ
る
無
秩
序
で
あ
り
、

ノ
モ
ス
と
は
こ
れ
ら
聖
に
対
立
す
る
俗
、
経
験
的
秩
序
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
上
野
千
鶴
子
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
簡
略
な
模
式
図
に

纏
め
ら
れ
て
い
る
⑻
。
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コ
ス
モ
ス

ノ
モ
ス

カ
オ
ス

『
春
の
雪
』

『
暁
の
寺
』
二
部
・『
天
人
五
衰
』

『
奔
馬
』

転
生
研
究

第
二
部
に
お
け
る
月
光
姫

イ
ン
ド
体
験

図
１

こ
れ
を
『
豊
饒
の
海
』
に
当
て
は
め
れ
ば
、『
春
の
雪
』
と
『
奔
馬
』
が
聖
性
の
二
面
性
、
す
な
わ
ち
『
春
の
雪
』
の
天
皇
を
頂
点
に

据
え
た
聖
な
る
秩
序
と
、『
奔
馬
』
の
殺
人
や
自
決
に
よ
っ
て
し
か
達
成
さ
れ
な
い
聖
な
る
無
秩
序
と
を
体
現
し
て
お
り
、『
暁
の
寺
』
第

二
部
と
『
天
人
五
衰
』
が
こ
れ
ら
に
対
す
る
世
俗
的
秩
序
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

図
２

『
暁
の
寺
』
第
一
部
は
確
か
に
「
蝶
番
」
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
が
、『
暁
の
寺
』
全
体
を
本
多
に
焦
点
化
し
た
レ
ベ
ル
で
考
え

る
な
ら
ば
、
第
一
部
の
イ
ン
ド
体
験＝

カ
オ
ス
と
転
生
研
究＝

コ
ス
モ
ス
と
が
対
比
的
関
係
を
な
し
、
第
二
部
に
お
け
る
月
光
姫＝

ノ
モ

ス
と
対
立
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図
３

こ
う
し
た
三
元
構
造
は
テ
ク
ス
ト
の
随
所
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
本
多
が
十
九
歳
か
ら
親
し
ん
だ
と
い
う
「
マ
ヌ
の
法
典
」
に
語
ら

れ
る
「
輪
廻
の
法
」
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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サ
ッ
ト
ヴ
ァ

ラ
ジ
ャ
ス

タ
マ
ス ダ

ル
マ

「
マ
ヌ
の
法
典
」
が
告
げ
る
輪
廻
の
法
は
、
お
よ
そ
人
の
転
生
を
三
種
に
分
っ
て
、
一
切
衆
生
の
肉
体
を
支
配
す
る
三
つ
の
性
の
う
ち
、
よ
ろ
こ

ば
し
く
、
寂
静
で
、
ま
た
清
く
か
が
や
く
感
情
に
充
た
さ
れ
た
智
（
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
）
の
性
は
、
転
生
し
て
神
と
な
り
、
企
業
を
好
み
、
優
柔
不
断
、

正
し
か
ら
ざ
る
仕
事
に
従
事
し
、
又
つ
ね
に
感
覚
的
享
楽
に
耽
る
無
智
（
ラ
ジ
ャ
ス
）
の
性
は
、
人
間
に
生
れ
か
わ
り
、
放
逸
懶
惰
、
無
気
力
、
残

忍
、
無
信
仰
、
邪
悪
な
生
活
を
営
む
タ
マ
ス
の
性
は
、
畜
生
に
生
れ
か
わ
る
と
説
い
て
い
た
。（『
暁
の
寺
』
十
六
）

本
多
の
人
生
に
は
、「
マ
ヌ
の
法
典
」
に
語
ら
れ
る
サ
ッ
ト
ヴ
ァ＝

コ
ス
モ
ス
、
ラ
ジ
ャ
ス＝

ノ
モ
ス
、
タ
マ
ス＝

カ
オ
ス
と
い
う

「
転
生
」
の
三
元
構
造
が
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

図
４

こ
う
し
た
原
理
は
本
多
の
意
識
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
密
か
な
の
ぞ
き
趣
味
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
た
と
き
の
こ
と

を
、
本
多
は
こ
う
空
想
し
て
み
せ
る
。

は
だ

も
し
、
本
多
に
多
少
の
勇
気
が
生
じ
、
こ
こ
が
自
宅
の
書
斎
で
な
く
、
若
草
の
し
げ
る
公
園
の
一
角
で
あ
っ
た
り
、
闇
に
包
ま
れ
た
抜
け
道
に
斑
ら

に
落
ち
る
人
家
の
灯
の
下
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
と
き
こ
そ
も
っ
と
も
恥
ず
べ
き
犯
人
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
々
は
大
声
で
笑
う
だ
ろ
う
。

裁
判
官
が
弁
護
士
に
な
り
、
弁
護
士
が
犯
人
に
な
っ
た
、
と
。
一
生
を
通
じ
て
法
廷
を
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
男
が
こ
こ
に
い
る
、
と
。（『
暁
の

寺
』
二
十
七
）

こ
こ
で
は
法
廷
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
三
つ
の
形
が
示
さ
れ
る
。
法
秩
序
を
体
現
す
る
裁
判
官
が
コ
ス
モ
ス
に
、
社
会
的
秩
序
を
体
現
す
る
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裁
判
官

弁
護
士

犯
人

死
せ
る
仔
山
羊

犠
牲
執
行
人
・
老
婆

生
け
る
仔
山
羊

弁
護
士
が
ノ
モ
ス
に
、
秩
序
を
乱
す
犯
人
が
カ
オ
ス
に
擬
さ
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

図
５

『
暁
の
寺
』
に
は
こ
う
し
た
聖
と
穢
れ
の
表
象
が
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
単
純
な
聖
俗
二
元
論
に
収
ま
ら
な
い
三
元

構
造
を
辿
り
な
が
ら
、
破
綻
寸
前
の
「
転
生
」
を
本
多
が
ど
の
よ
う
に
補
填
し
て
い
る
の
か
考
察
し
て
み
た
い
。

２

『
暁
の
寺
』
に
お
い
て
神
聖
と
汚
穢
の
両
面
性
が
と
り
わ
け
強
く
噴
出
す
る
の
は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
ベ
ナ
レ
ス
へ
と
至
る
本
多
の
イ

ン
ド
へ
の
旅
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
カ
リ
ガ
ー
ト
寺
院
で
行
わ
れ
る
供
犠
の
儀
式
。「
雨
に
け
ば
立
っ
た
毛
の
額
の
と
こ
ろ
に
、
祝

福
の
朱
点
」
を
塗
ら
れ
た
仔
山
羊
、「
汚
れ
た
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
口
髭
を
蓄
え
た
」「
犠
牲
執
行
人
の
若
者
」、
そ
し
て
斬
ら
れ
た
首
の
背

後
で
「
針
仕
事
で
も
し
て
い
る
よ
う
に
、
深
く
か
が
み
込
ん
で
、
皮
の
裏
側
の
な
め
ら
か
に
光
る
と
こ
ろ
か
ら
、
黒
い
指
で
、
か
が
や
く

臓
腑
を
一
心
に
剥
が
し
て
い
」
る
老
婆
。

図
６

あ
る
い
は
聖
な
る
水
を
な
み
な
み
と
た
た
え
た
ガ
ン
ジ
ス
と
、
そ
の
河
沿
い
の
ガ
ー
ト
に
佇
む
本
多
、
そ
し
て
集
い
寄
る
「
あ
ら
ゆ
る

形
の
不
具
」「
侏
儒
」「
布
に
包
ま
れ
た
屍
」「
そ
の
排
泄
物
、
そ
の
悪
臭
、
そ
の
病
菌
、
そ
の
死
毒
」。
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ベ
ナ
レ
ス
の
聖
性

本
多

「
あ
ら
ゆ
る
形
の
不
具
」「
侏
儒
」「
布
に
包
ま
れ
た
屍
」

「
そ
の
排
泄
物
、
そ
の
悪
臭
、
そ
の
病
菌
、
そ
の
死
毒
」

図
７

「
シ
ヴ
ァ
神
の
御
座
所
な
る
雪
山
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
、
雪
解
水
を
享
け
て
流
れ
る
」
ガ
ン
ジ
ス
は
、
自
ら
聖
な
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、

カ
オ
ス
か
ら
コ
ス
モ
ス
へ
の
媒
介
物
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
三
元
構
造
が
常
に
成
り
立
つ
と
は
限
ら
な
い
。
上
野
千
鶴
子
は
、
聖
俗
理
論
に
「
三
項
の
う
ち
一
項
を
基
軸
に

据
え
、
残
り
の
二
項
を
対
立
項
と
し
て
一
括
し
た
二
元
論
」
と
「
三
項
の
う
ち
の
一
項
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
二
元
論
」

と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
⑼
。
山
折
哲
雄
が
ガ
ン
ジ
ス
に
つ
い
て
述
べ
た
、
以
下
の
聖
俗
二
元
論
な
ど
は
後
者
の
視
点
に
立
つ
も

の
で
あ
ろ
う
。

ガ
ン
ジ
ス
西
岸
の
ベ
ナ
レ
ス
が
聖
都
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
そ
の
東
岸
は
い
つ
か
ら
か
負
の
価
値
を
冠
せ
ら
れ
た
虚
空
間
と
さ
れ
、
人
び
と
を
輪

廻
転
生
の
無
限
軌
道
へ
と
さ
そ
う
死
の
世
界
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
が
、
浄
・
穢
の
観
念
に
よ
っ
て
人
間
を
差
別
す
る
カ
ー
ス
ト

社
会
を
生
み
だ
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
所
以
を
探
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
ガ
ン

ジ
ス
河
も
、
そ
れ
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
こ
の
聖
地
に
刻
印
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
は
、
浄
と
穢
の
こ
え
が
た
い
障
壁
を
つ
く
り
だ
す

分
水
嶺
と
し
て
、
昇
天
す
る
者
と
輪
廻
に
沈
淪
す
る
者
と
を
同
時
的
に
包
摂
す
る
両
義
的
な
聖
河
で
も
あ
る
の
で
あ
る
⑽
。

一
つ
の
事
象
が
聖
に
も
穢
れ
に
も
解
釈
さ
れ
得
る
と
い
う
両
義
性
は
、
秩
序
や
禁
忌
の
問
題
と
関
わ
っ
て
、『
暁
の
寺
』
の
み
な
ら
ず

『
豊
饒
の
海
』
全
体
へ
も
及
ぶ
問
題
で
も
あ
る
の
だ
が
、
例
え
ば
Ｍ
・
ダ
グ
ラ
ス
は
穢
れ
の
概
念
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

三
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汚
れ
に
関
す
る
我
々
の
概
念
か
ら
、
病
因
研
究
と
衛
生
学
と
を
捨
象
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
残
さ
れ
る
の
は
、
汚
物
と
は
場
違
い
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
例
の
定
義
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
条
件
を
含
意
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の

秩
序
あ
る
諸
関
係
と
、
そ
の
秩
序
の
侵
犯
と
で
あ
る
。
従
っ
て
汚
れ
と
は
、
絶
対
に
唯
一
か
つ
孤
絶
し
た
事
象
で
は
あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
汚
れ
の

あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
体
系
が
存
在
す
る
の
だ
。
秩
序
が
不
適
当
な
要
素
の
拒
否
を
意
味
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
汚
れ
と
は
事
物
の
体
系
的
秩
序

づ
け
と
分
類
と
の
副
産
物
な
の
で
あ
る
。
汚
れ
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
直
ち
に
象
徴
体
系
の
領
域
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な

り
、
汚
れ
と
聖
潔
の
象
徴
体
系
と
の
関
連
が
一
層
明
ら
か
に
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
⑾
。

阿
部
年
晴
は
こ
の
ダ
グ
ラ
ス
の
論
を
踏
ま
え
、「
け
が
れ
の
観
念
の
背
後
に
あ
る
の
は
秩
序
へ
の
衝
動
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
け
が
れ

を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
や
行
為
、
た
と
え
ば
、
禁
忌
や
浄
め
な
ど
は
、
無
秩
序
な
体
験
を
体
系
化
す
る
こ
と
を
主
た
る
機
能
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。（
略
）
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
け
が
れ
の
観
念
が
検
索
の
手
段
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
⑿
」
と
、
よ
り
明
確
に
秩
序
を
指
向
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
の
穢
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
な
ら
ば
、
本
多
が
イ
ン

ド
へ
の
旅
を
終
え
て
日
本
に
帰
国
し
た
後
、
戦
争
に
騒
然
と
す
る
世
の
中
に
背
を
向
け
て
輪
廻
転
生
説
の
研
究
に
い
そ
し
ん
だ
の
も
理
解

で
き
よ
う
。
本
多
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
秩
序
な
体
験
を
体
系
化
す
る
こ
と
」
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
大
ま
か
な
構
成
と
は
別
の
部
分
で
、『
暁
の
寺
』
に
お
い
て
は
様
々
な
事
象
の
両
義
性
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、

と
り
わ
け
『
暁
の
寺
』
第
一
部
に
頻
出
す
る
癩
の
比
喩
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
「
内
面
の
荒
廃
」
を
暗
示
す
る
比
喩
と
し
て
癩
が
再
三
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
⒀
が
、

『
春
の
雪
』
や
『
奔
馬
』
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、『
暁
の
寺
』
で
は
癩
は
聖
と
穢
れ
と
を
同
時
に
体
現
す
る
究
極
の
象
徴
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。 三
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さ
る
に
て
も
ベ
ナ
レ
ス
は
、
神
聖
が
極
ま
る
と
共
に
汚
穢
も
極
ま
っ
た
町
だ
っ
た
。（
略
）
川
に
臨
む
石
畳
の
広
場
へ
出
る
と
、
全
国
か
ら
巡
礼

に
来
て
、
死
を
待
つ
あ
い
だ
乞
食
を
し
て
い
る
癩
者
の
群
が
、
両
側
に
列
を
な
し
て
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。
た
く
さ
ん
の
鳩
。
午
後
五
時
の
灼
熱
の

空
。
乞
食
の
前
の
ブ
リ
キ
の
罐
に
は
数
枚
の
銅
貨
が
底
に
貼
り
つ
い
て
い
る
だ
け
で
、
片
目
は
赤
く
つ
ぶ
れ
た
癩
者
は
、
指
を
失
っ
た
手
を
、
剪
定

さ
れ
た
あ
と
の
桑
の
木
の
よ
う
に
夕
空
へ
さ
し
の
べ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
形
の
不
具
が
お
り
、
侏
儒
が
跳
び
は
ね
て
い
た
。
肉
体
は
共
通
の
符
号
を

欠
い
た
、
未
解
読
の
古
代
の
文
字
の
よ
う
に
並
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
腐
敗
や
頽
落
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
ね
じ
く
れ
、
歪
め
ら
れ
た

形
そ
の
も
の
が
、
そ
こ
か
ら
、
依
然
肉
の
生
々
し
さ
と
熱
さ
を
以
て
、
忌
わ
し
い
神
聖
な
意
味
を
吹
き
出
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。（『
暁
の
寺
』

八
）

他
に
も
例
え
ば
白
癩
の
老
人
や
、
バ
ン
コ
ク
の
市
街
に
見
ら
れ
る
癩
者
た
ち
。
そ
し
て
本
多
は
「
あ
た
か
も
ベ
ナ
レ
ス
全
体
が
神
聖
な

癩
に
か
か
っ
て
い
て
、
本
多
の
視
覚
そ
れ
自
体
も
、
こ
の
不
治
の
病
に
犯
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
」（『
暁
の
寺
』
八
）
感
じ
る
の
で
あ
る
。

本
多
は
こ
の
印
象
を
『
天
人
五
衰
』
に
ま
で
引
き
ず
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
知
っ
た
人
の
顔
に
は
、
一
種
の
見
え
な
い
癩
病
の
兆
候
が
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。
神
経
癩
や
結
節
癩
が
『
見
え
る
癩
病
』
な
ら
、
そ
れ
は
透

明
癩
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
っ
た
が
最
後
、
誰
で
も
た
だ
ち
に
癩
者
に
な
る
。
印
度
へ
行
っ
た
と
き
か
ら
、（
そ
れ
ま
で
に
も
病
気

は
何
十
年
も
潜
伏
し
て
い
た
の
だ
が
）、
私
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
『
精
神
の
癩
者
』
に
な
っ
た
の
だ
。（『
天
人
五
衰
』
十
二
）

し
か
し
こ
こ
で
は
「
見
る
」
主
体
と
し
て
の
癩
者
で
は
な
く
、「
見
ら
れ
る
」
対
象
と
し
て
の
癩
の
両
義
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き

た
い
。『
今
昔
物
語
』
を
始
め
と
し
て
様
々
な
説
話
集
や
縁
起
物
語
に
は
、
実
は
癩
者
が
仏
や
菩
薩
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
伝
説
が

採
ら
れ
て
い
る
⒁
が
、
同
型
の
伝
説
の
中
で
も
最
も
巷
間
に
流
布
し
て
き
た
の
は
光
明
皇
后
の
伝
説
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伝
説
は
、
光
明
皇

后
が
お
告
げ
に
よ
り
浴
室
を
開
き
、
貴
賎
の
別
な
く
病
者
に
湯
を
施
し
千
人
の
病
者
の
垢
を
洗
っ
て
や
ろ
う
と
し
た
が
、
最
後
の
一
人
が

三
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仏

皇
后

癩
者

全
身
膿
の
出
た
癩
者
で
、
し
か
も
そ
の
癩
者
は
全
身
の
膿
を
吸
う
よ
う
に
要
求
す
る
、
皇
后
は
辟
易
し
な
が
ら
も
膿
を
吸
い
取
っ
た
と
こ

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト

ろ
、
癩
者
は
忽
ち
仏
の
姿
を
現
し
て
忽
然
去
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
の
変
奏
に
つ
い
て
阿
部
泰
郎
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

よ
み

こ
れ
ら
の
物
語
は
、
触
穢
と
い
う
か
た
ち
で
現
世
の
枠
組
か
ら
越
境
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
裂
け
目
が
生
じ
、
彼
岸
が
望
ま
れ
、
越
境
者
が
嘉

も
た

さ
れ
、
そ
し
て
〈
聖
な
る
も
の
〉
が
齎
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
る
。〈
聖
な
る
も
の
〉
は
〈
穢
れ
た
も
の
〉
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ

る
、
と
い
う
逆
説
的
構
造
が
、
か
れ
ら
越
境
者
の
秩
序
破
壊
的
な
逸
脱
し
た
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
⒂
。

つ
ま
り
日
本
の
古
代
か
ら
中
世
に
お
い
て
、
癩
者
は
聖
と
穢
れ
の
両
面
性
を
有
し
た
存
在
と
し
て
あ
り
、
三
島
の
語
る
癩
は
聖
と
穢
れ

の
体
現
と
し
て
の
こ
う
し
た
古
代
的
癩
と
、
至
っ
て
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
に
あ
っ
た
。

図
８

癩
を
通
し
て
見
る
な
ら
ば
、
本
多
の
脳
裏
に
こ
う
し
た
聖
性
へ
と
至
る
構
図
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
が
、
ま
た
こ
こ
で

我
々
が
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
癩
の
両
面
性
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
伝
説
が
湯
屋
や
聖
な
る
川
水
と
常
に
隣
接

し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
媒
介
物
と
し
て
の
水
。
例
え
ば
カ
リ
ガ
ー
ト
寺
院
で
神
聖
な
儀
式
の
場
に
降
り
続
く
雨
。
あ
る
い
は

「
神
聖
さ
の
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
椀
飯
振
舞
」
と
い
う
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
。

こ
こ
で
『
暁
の
寺
』
の
終
わ
り
近
い
場
面
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
明
け
方
近
く
突
然
起
こ
っ
た
火
事
で
本
多
は
叩
き
起
こ
さ
れ
る
。

煙
に
噎
せ
な
が
ら
階
段
を
駆
け
下
り
る
本
多
に
ひ
ら
め
く
の
は
プ
ー
ル
の
水
で
あ
る
（「
と
も
あ
れ
少
し
も
早
く
あ
の
水
の
と
こ
ろ
へ
行
け
ば
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助
か
る
の
だ
」）。
本
多
は
プ
ー
ル
サ
イ
ド
に
佇
み
、
別
荘
の
焼
け
落
ち
る
様
を
見
つ
め
る
。

火
の
輝
や
き
は
す
べ
て
を
射
貫
い
て
、
マ
ニ
カ
ル
ニ
カ
・
ガ
ー
ト
の
焰
の
浄
化
は
、
こ
の
小
さ
な
限
ら
れ
た
水
域
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
が
水
を
浴
び
る

た
め
に
造
ら
れ
た
神
聖
な
プ
ー
ル
に
逆
し
ま
に
映
っ
て
い
た
。
ガ
ン
ジ
ス
に
映
っ
て
い
た
あ
の
葬
り
の
火
と
ど
こ
が
違
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
で
も
亦
、

火
は
薪
と
、
そ
れ
か
ら
焼
く
の
に
難
儀
な
、
お
そ
ら
く
火
中
に
何
度
か
身
を
反
ら
し
、
腕
を
も
た
げ
た
り
し
た
、
も
は
や
苦
痛
は
な
い
の
に
肉
が
た

だ
苦
し
み
の
形
を
な
ぞ
り
反
復
し
て
滅
び
に
抗
う
、
二
つ
の
屍
か
ら
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
夕
闇
に
浮
ん
だ
ガ
ー
ト
の
あ
の
鮮
明
な
火
と
、

正
確
に
同
質
の
火
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
は
迅
速
に
四
大
へ
還
り
つ
つ
あ
っ
た
。
煙
は
高
く
天
空
を
充
た
し
て
い
た
。（『
暁
の
寺
』
四
十
四
）

こ
こ
で
は
別
荘
の
プ
ー
ル
と
ガ
ン
ジ
ス
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
の
河
岸
で
、
あ
る
い
は
湯
屋
で
癩
者
は
身
を
浄
め
た
の
だ

が
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
プ
ー
ル
で
身
を
浄
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、『
精
神
の
癩
者
』
と
自
ら
言
う
本
多
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
本
多
は
こ
の
プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
も
徹
底
し
て
見
る
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
行
為
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
癩
の
比
喩
を
眺
め
て
み
る
と
き
、
我
々
が
思
い
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、『
暁
の
寺
』
と
平
行
し
て
書
か
れ
た
戯
曲

「
癩
王
の
テ
ラ
ス
」（『
海
』
昭
和
四
四
・
七
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
バ
イ
ヨ
ン
寺
院
を
建
立
し
た
十
二
世
紀
末
の
カ
ン
ボ
ジ
ヤ
の
王
ジ
ャ

ヤ
・
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
を
描
い
た
戯
曲
で
あ
り
、
最
後
の
場
面
は
、
独
り
バ
イ
ヨ
ン
と
対
峙
す
る
瀕
死
の
王
を
前
に
、
王
の
肉
体
と
精
神

と
が
葛
藤
の
対
話
を
交
わ
し
、
肉
体
が
勝
利
を
宣
告
し
て
幕
を
閉
じ
る
。
癩
者
（＝

王
）
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
肉
体
と
精
神
と
の
分
離

葛
藤
と
い
う
両
面
性
を
見
せ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
観
世
音
信
仰
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
バ
イ
ヨ
ン
寺
院
に
一
体
化
し
、
肉
体
の
永
遠
性

を
謳
っ
て
終
わ
る
と
い
う
構
造
は
、
光
明
皇
后
伝
説
に
見
ら
れ
た
菩
薩
の
化
身
と
し
て
の
癩
者
を
想
起
さ
せ
る
。

三
島
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
「
癩
が
、
王
の
悲
劇
、
あ
る
ひ
は
王
の
病
の
本
質
を
あ
ば
い
た
の
で
あ
り
、「
絶
対
の
病
気
」
と
し
て
の
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癩
が
、「
絶
対
病
」
に
犯
さ
れ
た
王
の
精
神
を
、
完
全
に
体
現
し
た
の
で
あ
る
⒃
」
と
述
べ
て
い
る
が
、『
暁
の
寺
』
に
お
い
て
も
「
究
極

の
も
の
を
見
」
せ
る
ベ
ナ
レ
ス
を
、
本
多
は
「
神
聖
な
癩
に
か
か
っ
て
い
」
る
と
感
じ
て
お
り
、
更
に
自
ら
の
性
癖
を
『
精
神
の
癩
者
』

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
両
作
品
に
お
け
る
癩
が
似
通
っ
た
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

生
贄
の
山
羊
や
汚
穢
に
満
ち
た
ガ
ン
ジ
ス
等
と
並
ん
で
、
癩
と
い
う
病
が
究
極
の
両
義
性
を
負
わ
さ
れ
た
理
由
は
、
今
更
語
る
ま
で
も

あ
る
ま
い
。
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
そ
し
て
近
代
の
日
本
に
お
い
て
癩
は
過
大
な
隠
喩
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
多
は
そ
れ
ら
の
忌
ま
わ
し
き
も
の
に
「
聖
化
」
と
い
う
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
値
体
系
の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
た
後
も
同
様
に
理
解
の
範
疇
を
越
え
た
事
象
を
、
自
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
自
身
の
価
値
体
系
の
中
に
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
転
生
を
到
達
不
可
能
な
聖
域
と
し
て
祭
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
釈
を
試
み
る
の
で

あ
る
。
近
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
癩
や
山
羊
の
臓
腑
や
ガ
ン
ジ
ス
の
汚
穢
は
許
容
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
本
多
が
そ
れ
ら
を
聖

な
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
価
値
観
の
裡
に
組
み
込
も
う
と
す
る
の
は
、
同
様
に
我
々
の
文
化
に
包
含
不
可
能
な
転
生
を
秩
序
の
中
に
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
の
前
提
的
秩
序
分
類
な
の
で
あ
る
。

３

癩
と
は
聖
と
穢
れ
の
両
義
性
を
帯
び
た
究
極
の
も
の
の
象
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
「
見
る
」
側
に
と
っ
て
は
知
る
こ
と
の
病＝

「
絶
対
病
」

の
謂
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
『
精
神
の
癩
者
』
と
な
っ
た
者
が
知
っ
た
究
極
の
秘
密
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え

る
と
き
、
我
々
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
本
多
が
あ
の
瞬
間
に
見
た
も
の
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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輪
廻
転
生
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
田
の
水
が
稲
を
は
ぐ
く
み
、
果
樹
が
実
を
結
ぶ
の
と
等
し
い
、
つ
ね
に
目
前
に
く
り
か
え
さ
れ
る

自
然
の
事
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
略
）
自
分
の
目
が
、
究
極
の
も
の
を
見
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
れ
か
ら
二
度
と
癒
や
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ

ら
れ
た
。
あ
た
か
も
ベ
ナ
レ
ス
全
体
が
神
聖
な
癩
に
か
か
っ
て
い
て
、
本
多
の
視
覚
そ
れ
自
体
も
、
こ
の
不
治
の
病
に
犯
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
。
し

か
し
、
こ
の
究
極
の
も
の
を
見
た
と
い
う
印
象
は
、
次
の
よ
う
な
瞬
間
が
来
る
ま
で
は
十
全
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
瞬
間
は
、
本
多
の
心
を
水
晶
の

よ
う
な
純
粋
な
戦
慄
で
撃
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
牛
が
こ
ち
ら
へ
向
い
た
瞬
間
。（『
暁
の
寺
』
八
）

「
究
極
の
も
の
を
見
た
と
い
う
印
象
」
は
、「
聖
牛
が
こ
ち
ら
へ
向
い
た
瞬
間
」
に
「
十
全
」
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
聖

牛
」
の
顔
に
本
多
は
何
を
み
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
聖
牛
」
の
顔
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
に
向
い
た
そ
の
こ
と
が
問
題
な
の

か
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
と
は
っ
き
り
と
指
摘
し
う
る
だ
け
の
材
料
も
示
唆
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に

関
し
て
佐
藤
秀
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

聖
牛
が
本
多
の
方
に
顔
を
向
け
た
こ
と
自
体
に
、
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
日
常
性
を
越
え
た
神
秘
体
験
で
あ
っ
た
と
い
う
し
る
し
は
明
瞭

で
、
聖
牛
の
動
き
が
「
究
極
の
も
の
」
で
あ
る
な
ら
ば
│
│
本
多
は
、
顔
を
「
た
し
か
に
本
多
の
は
う
へ
向
け
た
」
聖
牛
が
、
誰
か
の
転
生
で
あ
る

こ
と
を
直
観
し
た
、
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
聖
牛
が
い
く
ら
か
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
解
釈
の
補
強
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
で
は
誰
の
転
生
な
の
か
。
こ
の
問
い
の
答
え
に
、
恣
意
的
な
空
想
を
抑
止
す
る
堅
実
な
理
由
が
見
い
だ
せ
な
い
以
上
、
問
い
自
体
を
無
効
と
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
生
ま
れ
変
わ
り
が
日
常
的
に
あ
か
ら
さ
ま
に
起
こ
っ
て
い
る
地
で
見
た
獣
の
、
背
後
に
あ
る
前
世
を
本
多
が
感
じ
取
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ベ
ナ
レ
ス
で
の
体
験
で
あ
っ
た
⒄
。

『
豊
饒
の
海
』
全
編
を
読
む
と
き
、
こ
の
「
究
極
の
も
の
」
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
問
わ
ず
に
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い

よ
う
に
も
思
う
の
だ
が
、
こ
の
佐
藤
の
論
以
外
に
こ
の
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
た
も
の
は
少
な
い
。
佐
藤
は
こ
こ
で
「
背
後
に
あ
る
前
世
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を
本
多
が
感
じ
取
っ
た
」
と
言
う
。
そ
こ
に
は
恐
ら
く
異
論
を
挟
む
べ
き
余
地
は
な
か
ろ
う
。
佐
藤
は
「
聖
牛
が
、
誰
か
の
転
生
で
あ
る

こ
と
を
直
観
し
た
」
と
言
う
が
、
で
は
誰
の
転
生
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
は
「
恣
意
的
な
空
想
を
抑
止
す
る
堅
実
な
理
由
が
見

い
だ
せ
な
い
」
と
し
て
答
え
を
放
棄
す
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
こ
で
も
う
一
歩
踏
み
込
み
、
佐
藤
が
退
け
る
「
恣
意
的
な
空
想
」
の
実
体

に
少
し
で
も
近
づ
け
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
仮
に
聖
牛
が
誰
か
の
転
生
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
本
多
の
知
っ
て
い
る
誰
か
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
清
顕
│
勲
の
転
生
し
た
姿
を
そ
こ
に
見
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
も
思
い
た
く
な
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
イ
ン
ド
で
の
体
験
と
そ
れ
に
続
く
戦
時
中
の
体
験
は
本
多
に
転
機
を
も
た
ら
し
た
。『
豊
饒
の
海
』
の
解
釈
は
、
あ

る
意
味
で
こ
の
本
多
の
変
容
の
意
味
づ
け
と
多
く
関
わ
り
を
持
つ
だ
ろ
う
が
、
で
は
、
戦
時
中
に
本
多
が
戦
争
と
い
う
国
家
の
非
常
事
態

に
背
を
向
け
、
輪
廻
転
生
と
い
う
浮
き
世
離
れ
し
た
研
究
に
没
頭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
本
多
は
清
顕
、
勲
と
続
い

て
来
た
転
生
の
連
続
を
危
う
く
す
る
何
か
を
聖
牛
が
こ
ち
ら
を
向
い
た
瞬
間
に
悟
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
輪
廻
の

終
わ
り
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
輪
廻
と
転
生
は
違
う
こ
と
を
本
多
は
理
解
し
て
い
る
。

輪
廻
と
は
衆
生
が
、
迷
界
す
な
わ
ち
六
道
│
│
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
│
│
を
、
終
り
も
知
れ
ず
経
め
ぐ
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
転
生
の
語
に
は
、
時
あ
っ
て
迷
界
か
ら
悟
界
へ
赴
く
こ
と
も
含
ま
れ
る
か
ら
、
そ
の
と
き
輪
廻
は
熄
む
で
あ
ろ
う
。
輪
廻
は
必
ず
転
生

で
あ
る
が
、
転
生
必
ず
し
も
輪
廻
と
は
云
え
な
い
。（『
奔
馬
』
十
九
）

し
か
し
本
多
の
理
解
が
、
自
身
に
よ
っ
て
常
に
正
確
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
『
春
の
雪
』
で
は
月
修
寺
門
跡
の

語
る
元
暁
の
法
話
で
「
心
が
生
ず
れ
ば
即
ち
種
々
の
法
を
生
じ
、
心
を
滅
す
れ
ば
即
ち
髑
髏
不
二
な
り
」（『
春
の
雪
』
四
）
と
い
う
唯
識

論
と
響
き
合
う
よ
う
な
「
真
理
」
が
示
さ
れ
る
の
に
、
本
多
は
そ
の
解
釈
を
ね
じ
曲
げ
て
し
ま
う
し
、『
奔
馬
』
に
お
い
て
「
四
有
輪
転
」

の
考
え
に
従
い
勲
を
清
顕
の
転
生
と
断
ず
る
件
の
不
用
意
さ
に
つ
い
て
は
対
馬
勝
淑
の
指
摘
⒅
が
あ
る
。
同
様
に
ベ
ナ
レ
ス
で
も
本
多
は
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自
ら
の
理
解
を
正
確
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
聖
牛
の
顔
は
清
顕
、
勲
と
続
い
た
輪
廻
が
終
わ
り
、
悟
界

へ
と
転
生
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
滝
の
場
面
に
お
け
る
次
の
記
述
は
そ
れ
を
物
語
っ

て
い
よ
う
。

滝
が
飛
沫
を
ち
ら
し
て
い
る
第
五
窟
へ
、
い
そ
ぎ
た
い
心
は
や
り
と
、
足
を
と
ど
め
る
畏
怖
と
が
、
相
争
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
多
分
何
も
な
い

こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
熱
に
浮
か
さ
れ
た
清
顕
の
一
言
が
、
本
多
の
心
に
点
滴
の
よ
う
に
落
ち
た
。
／「
又
、
会
う
ぜ
。

き
っ
と
会
う
。
滝
の
下
で
」／
│
│
そ
の
の
ち
彼
は
三
輪
山
の
三
光
の
滝
を
そ
れ
と
信
じ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
清

顕
が
意
味
し
た
最
終
の
滝
は
、
こ
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
滝
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
た
。（『
暁
の
寺
』
九
）

本
多
は
そ
れ
を
「
清
顕
が
意
味
し
た
最
終
の
滝
」
で
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、「
最
終
」
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
輪
廻
の
終
わ
り
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

し
か
し
本
多
は
清
顕
、
勲
と
い
う
強
烈
な
〈
個
〉
の
転
生
に
酔
い
、
菱
川
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
に
そ
の
夢
を
も
う
一

度
追
う
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
滝
に
至
る
直
前
、
本
多
は
ア
ジ
ャ
ン
タ
の
何
も
な
い
石
窟
の
一
つ
で
「
誰
が
い
た
の
だ
ろ
う

か
？
」
と
自
問
す
る
が
、
そ
の
答
え
は
既
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。「
そ
れ
と
は
定
か
に
つ
か
め
ぬ
な
が
ら
、
心
の
奥
底
で

は
す
で
に
遠
い
し
っ
か
り
し
た
記
憶
の
手
が
握
っ
て
い
た
」
と
自
ら
認
め
る
よ
う
に
、
本
多
は
既
に
転
生
の
記
憶
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
三
元
構
造
に
立
ち
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
清
顕
、
カ
オ
ス
と
し
て
の
勲
、
そ
し
て
満
た
さ
れ
る
べ
き
次
の

転
生
者
は
ノ
モ
ス
と
し
て
の
月
光
姫
で
あ
っ
た
。「
輪
廻
の
法
」
に
お
い
て
ノ
モ
ス
と
措
定
し
た
ラ
ジ
ャ
ス
と
は
す
な
わ
ち
「
企
業
を
好

み
、
優
柔
不
断
、
正
し
か
ら
ざ
る
仕
事
に
従
事
し
、
又
つ
ね
に
感
覚
的
享
楽
に
耽
る
無
智
」
で
あ
り
、
そ
の
性
は
「
人
間
に
生
れ
か
わ
」

三
島
由
紀
夫
『
暁
の
寺
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に
お
け
る
聖
と
穢
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到
達
不
可
能
な
対
象

立
法
者

脱
法
者

る
も
の
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。「
贋
物
の
芸
術
家
」
で
「
独
特
の
卑
屈
さ
」
を
漂
わ
せ
「
怠
け
者
特
有
の
臭
気
」
を
放
つ
菱
川
に
よ
っ

て
転
生
者
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、
淫
ら
な
レ
ス
ビ
ア
ニ
ズ
ム
の
場
を
覗
き
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
転
生
の
証
拠
を
垣
間

見
せ
る
月
光
姫
こ
そ
、
世
俗
的
日
常
を
生
き
る
ノ
モ
ス
的
存
在
で
あ
っ
た
。

帰
国
後
の
本
多
が
戦
争
に
背
を
向
け
、
輪
廻
転
生
の
研
究
に
没
頭
し
た
の
は
、
聖
牛
の
顔
に
輪
廻
の
終
わ
り
を
確
認
し
た
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
「
解
釈
を
拒
ん
で
い
る
謎
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
到
達
不
可
能
な
も
の
を
欲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
本

多
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

何
で
も
一
人
で
や
る
人
間
だ
っ
た
か
ら
、
立
法
者
と
脱
法
者
を
兼
ね
る
こ
と
な
ぞ
楽
に
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
望
む
も
の
は
決
し
て
手
に
入

ら
ぬ
も
の
に
限
局
す
る
こ
と
、
も
し
手
に
入
っ
た
ら
瓦
礫
と
化
す
る
に
決
っ
て
い
る
か
ら
、
望
む
対
象
に
で
き
う
る
か
ぎ
り
不
可
能
性
を
賦
与
し
、

少
し
で
も
自
分
と
の
間
の
距
離
を
遠
く
に
保
つ
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
、
…
…
い
わ
ば
熱
烈
な
ア
パ
シ
ー
と
で
も
謂
う
べ
き
も
の
を
心
に
持
す
る
こ

と
。（『
暁
の
寺
』
三
十
九
）

本
多
は
輪
廻
転
生
の
真
実
が
手
に
入
ら
ぬ
こ
と
を
承
知
で
、「
は
げ
し
く
解
釈
を
拒
ん
で
い
る
謎
」
を
追
い
求
め
た
の
で
あ
る
。
立
法

者
で
も
あ
り
脱
法
者
で
も
あ
る
本
多
に
と
っ
て
、
到
達
不
可
能
な
対
象
を
措
定
す
る
こ
と
し
か
、
生
き
る
意
味
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
立
法
者
脱
法
者
と
対
置
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

図
９

コ
ス
モ
ス
／
ノ
モ
ス
／
カ
オ
ス
と
い
う
三
元
構
造
は
固
定
さ
れ
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
秩
序
で
は
な
く
、
他
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

三
島
由
紀
夫
『
暁
の
寺
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に
お
け
る
聖
と
穢
れ
の
構
造
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次
な
る
転
生
者

本
多

月
光
姫

成
り
立
つ
概
念
で
あ
り
、
常
に
変
動
す
る
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
清
顕＝

コ
ス
モ
ス
、
勲＝

カ
オ
ス
と
対
比
す
れ
ば
月
光
姫

は
ノ
モ
ス
的
存
在
で
あ
る
の
だ
が
、
立
法
者＝

ノ
モ
ス
と
脱
法
者＝

カ
オ
ス
を
兼
ね
た
本
多
の
前
で
は
、
必
然
的
に
コ
ス
モ
ス
の
位
置
に

「
到
達
不
可
能
な
対
象
」＝

転
生
者
が
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
こ
こ
で
も
う
一
度
、
聖
地
ベ
ナ
レ
ス
に
も
擬
せ
ら
れ
た
別
荘
の
火
事
の
場
面
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
プ
ー
ル
の
傍
ら
に
佇
み

燃
え
落
ち
る
別
荘
を
見
な
が
ら
本
多
は
気
付
く
の
で
あ
る
。「
た
だ
一
つ
こ
こ
に
な
い
も
の
は
、
焰
の
か
な
た
か
ら
こ
ち
ら
を
振
り
向
い

て
、
本
多
の
顔
を
ひ
た
と
見
据
え
た
あ
の
白
い
聖
牛
の
顔
だ
け
で
あ
る
」
こ
と
に
。「
聖
牛
の
顔
」
が
欠
け
て
い
る
│
│
そ
れ
は
重
大
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
究
極
の
も
の
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
聖
牛
の
顔
」、
す
な
わ
ち
転
生
の
終
わ
り
は
、「
ジ
ン
・
ジ
ャ

ン
が
水
を
浴
び
る
た
め
に
造
ら
れ
た
神
聖
な
プ
ー
ル
」
に
現
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
聖
な
る
水
の
媒
介
に
よ
る
カ
オ
ス
か
ら
コ
ス
モ
ス

へ
の
逆
転
は
も
た
ら
さ
れ
ず
、
嘉
さ
れ
る
は
ず
の
本
多
は
棄
て
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
幼
く
し
て
異
言
を
操
り
、
長
じ
て
レ
ス
ビ
ア
ン
と

な
る
月
光
姫
は
、
未
だ
コ
ス
モ
ス
へ
と
至
ら
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
。
図
９
の
頂
点
に
化
身
す
る
は
ず
の
月
光
姫
は
間
も
な
く
帰
国
し
、
本
多

の
前
か
ら
消
息
を
絶
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

図
１０

覗
き
見
に
よ
り
正
体
を
露
見
し
た
異
人
が
去
っ
た
後
、
民
話
で
は
概
ね
主
人
公
が
も
う
一
度
異
人
を
訪
ね
て
い
く
と
い
う
展
開
を
辿
る

の
だ
が
、
月
光
姫
が
死
ん
だ
│
│
そ
れ
は
別
の
転
生
者
と
し
て
の
生
を
生
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
│
│
と
聞
い
て
、
本
多
に
も
も
う

一
度
転
生
者
を
訪
ね
歩
く
必
然
が
生
じ
る
。『
天
人
五
衰
』
の
三
保
の
松
原
こ
そ
は
、
次
な
る
転
生
者
の
待
つ
地
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

「
現
世
の
枠
組
か
ら
越
境
」
し
、
も
た
ら
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
「
聖
な
る
も
の
」
が
「
聖
牛
の
顔
」
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

三
島
由
紀
夫
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
聖
と
穢
れ
の
構
造
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の
だ
か
ら
、
本
多
に
と
っ
て
み
れ
ば
自
ら
「
嘉
さ
れ
」
ぬ
ま
ま
物
語
を
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
⑴

坊
城
俊
民
『
焔
の
幻
影
』（
角
川
書
店

一
九
七
一
・
一
一
）

⑵

佐
藤
秀
明
「「
贋
物
」
の
主
人
公
│
│
『
豊
饒
の
海
』
論
序
説
│
│
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
第
一
七
号

一
九
八
八
・
七
）

⑶

山
崎
義
光
「
小
説
の
方
法
と
し
て
の
文
体
│
│
三
島
の
文
体
観
と
小
説
│
│
」（
松
本
徹
他
編
『
三
島
由
紀
夫
論
集
２

三
島
由
紀
夫
の
表
現
』

勉
誠
出
版

平
一
三
・
三
）

⑷

奈
良
﨑
英
穂
「
隠
蔽
さ
れ
た
転
生
者
│
│
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
転
生
の
表
象
」（『
昭
和
文
学
研
究
』
第
四
六
集

二
〇
〇
三
・
三
）

⑸

奈
良
﨑
英
穂
「
転
生
の
論
理
と
「
転
生
語
り
」
│
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
七
一
巻
二
号

二
〇
二
〇
・

三
）

⑹

森
孝
雄
「『
豊
饒
の
海
』
あ
る
い
は
夢
の
折
り
返
し
点
」（『
群
像
』
一
九
九
〇
・
六
）

⑺

Ｐ
・
Ｌ
・
バ
ー
ガ
ー
『
聖
な
る
天
蓋

神
聖
世
界
の
社
会
学
』（
新
曜
社

昭
五
四
・
七
）

⑻

上
野
千
鶴
子
『
構
造
主
義
の
冒
険
』（
勁
草
書
房
一
九
八
五
・
八
）

⑼

上
野
注
⑻

⑽

山
折
哲
雄
『
聖
と
俗
の
イ
ン
ド
』（
有
学
書
林
一
九
九
二
・
六
）

⑾

Ｍ
・
ダ
グ
ラ
ス
『
汚
穢
と
禁
忌
』（
塚
本
利
明
訳
、
思
潮
社

一
九
八
五
・
九
）

⑿

阿
部
年
晴
「
秩
序
と
穢
れ
│
差
別
の
周
縁
」（『
差
別

伝
統
と
現
代
保
存
版
』
一
九
八
二
・
二
）

⒀

井
上
隆
史
は
「
本
多
の
み
な
ら
ず
清
顕
も
勲
も
、
内
面
の
荒
廃
、
枯
渇
、
冷
却
、
貧
困
化
、
死
に
犯
さ
れ
た
も
の
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
奇

矯
さ
に
は
、
こ
れ
こ
そ
、
多
く
の
三
島
文
学
の
作
中
人
物
に
共
通
す
る
特
質
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
る
。『
豊
饒
の
海
』
で
は
、

こ
の
様
な
内
面
の
荒
廃
が
、
再
三
に
わ
た
っ
て
「
癩
」
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
」（「『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
輪
廻
説
と
唯
識
説
の
問
題
」（『
国

語
と
国
文
学
』
平
五
・
六
））
と
述
べ
て
い
る
。

⒁

阿
部
泰
郎
「
湯
屋
の
皇
后
（
上
・
下
）」（『
文
学
』
一
九
八
六
・
一
一
、
一
九
八
七
・
一
）、
小
林
茂
文
「
第
一
章

古
代
・
中
世
の
「
癩
者
」

と
宗
教
│
差
別
と
救
済
」（
藤
野
豊
編
著
『
歴
史
の
な
か
の
「
癩
者
」』
ゆ
み
る
出
版
一
九
九
六
・
四
）
参
照
。

⒂

阿
部
泰
郎
「
湯
屋
の
皇
后
（
上
）」
注
⒁

三
島
由
紀
夫
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
聖
と
穢
れ
の
構
造
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⒃

三
島
由
紀
夫
「
あ
と
が
き
」（『
癩
王
の
テ
ラ
ス
』
中
央
公
論
社

昭
四
四
・
六
）

⒄

佐
藤
秀
明
「
隠
蔽
の
問
題
と
問
題
の
隠
蔽
│
│
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
意
味
│
│
」（
三
谷
邦
明
編
『
双
書
〈
物
語
学
を
拓
く
〉
２

近
代
小
説
の
〈
語
り
〉
と
〈
言
説
〉』
有
精
堂
一
九
九
六
・
六
）

⒅

対
馬
勝
淑
『
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
論
』（
海
風
社
一
九
八
八
・
一
）

＊
癩
は
現
代
で
は
ハ
ン
セ
ン
病
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
三
島
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
癩
（
病
）」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
お
り
、
本
稿
も
そ
れ
に

従
い
「
癩
（
病
）」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
『
豊
饒
の
海
』
本
文
引
用
は
全
て
新
潮
文
庫
『
豊
饒
の
海
（
一
）

〜（
四
）』（
昭
五
二
・
七
〜
一
一
）
に
拠
る
。

（
な
ら
さ
き

ひ
で
ほ
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）

三
島
由
紀
夫
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
聖
と
穢
れ
の
構
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