
評y’lt
一”

「
共
同
体
的
性
格
」
の
濃
い
も
の
と
淡
い
も
の
が
あ
る
と
は
言
え
よ
う
が
、

そ
の
場
合
に
も
共
同
体
の
規
定
を
下
し
た
上
で
な
い
と
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
古
代
に
近
づ
く
ほ
ど
、
史
料
の
乏
し
さ
か
ら
そ
う
し
た
性
格
づ
け
は

下
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
村
落
構
造
の
研
究
が
未
発
達
な

た
め
、
論
理
的
前
提
に
ひ
か
れ
や
す
い
現
状
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
手
続
を
は

ぶ
い
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
な
お
ご
く
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ニ
頁
の
「
古
事
記
」
は
「
臼
本
書

紀
」
の
誤
、
一
六
六
頁
の
「
所
令
随
身
於
山
野
」
の
返
り
点
も
誤
と
思
わ
れ
、

一
九
七
頁
の
「
村
人
（
む
ら
う
ど
・
も
う
と
・
も
ろ
と
）
」
の
も
う
と
に
つ
い
て

は
説
明
が
な
い
と
納
得
し
が
た
い
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
例
外
で
あ
り
、
全
体

に
わ
た
り
円
熟
し
た
表
現
に
満
ち
て
お
り
、
き
わ
め
て
論
旨
明
快
で
あ
る
。

も
と
よ
り
浅
学
の
わ
た
く
し
如
き
も
の
の
批
判
の
限
り
で
は
な
い
の
で
あ
る

が
、
編
集
部
よ
り
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
、
借
越
を
お
そ
れ
つ
つ
記
し
た
。
著

者
な
ら
び
に
一
般
読
者
の
寛
恕
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
（
A
5
七
三
〇
〇
頁
昭
和
四
十
一
年
十
月
角
川
書
店
刊
定
価
一
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
大
学
教
授
）

日
本
宗
教
史
研
究
会
編

日
1H

本
宗
教
史
研
究

組
織
と
伝
道

布
教
者
と
民
衆
と
の
対
話

古
　
田
　
武
　
彦

　
昨
年
よ
り
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
両
著
（
後
述
で
は
一
・
1
と
記
す
）
は
、

広
大
な
日
本
宗
教
史
の
各
領
域
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
、
二
十
六
人
の
斬
新

な
攻
究
を
お
さ
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
と
も
に
二
百
ペ
ー
ジ
余
の
、
ま
と
ま
っ
た
体
裁
な
が
ら
、
　
「
論
、
古
今
東

西
に
及
ぶ
」
研
究
対
象
を
も
つ
、
こ
の
よ
う
な
著
述
は
、
平
常
中
世
思
想
史

の
一
角
に
賜
憎
し
て
い
る
、
わ
た
し
の
よ
う
な
研
究
者
の
書
評
能
力
を
は
る

か
に
越
え
て
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
が
こ
の
両
著

を
読
み
終
え
て
の
ち
、
一
種
爽
快
な
イ
メ
ー
ジ
に
つ
つ
ま
れ
て
、
脳
裏
に
お

び
た
だ
し
い
研
究
意
欲
上
の
刺
戟
を
残
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
お
も
う
に
、
こ
の
種
の
編
著
の
お
ち
い
り
や
す
い
陥
穽
た
る
、
エ
ン
サ
イ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
風
の
無
味
乾
燥
さ
と
、
こ
れ
は
無
縁
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

れ
は
単
な
る
〃
羅
列
さ
れ
た
論
文
集
”
で
は
な
い
。
各
研
究
者
が
得
意
の
領

域
に
つ
い
て
の
び
の
び
と
語
り
、
臼
本
宗
教
史
の
座
標
上
の
自
己
の
地
点
に

立
っ
て
、
そ
こ
か
ら
望
見
し
得
る
史
的
イ
メ
ー
ジ
を
明
か
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
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し
て
み
れ
ば
、
狭
隙
の
地
点
に
歩
を
と
ど
め
て
い
た
わ
た
し
の
よ
う
な
研

究
者
が
、
各
領
域
の
胴
難
点
と
そ
こ
か
ら
開
か
れ
た
風
穴
に
面
し
て
、
心
涼

し
い
境
地
を
感
ず
る
の
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

　
そ
れ
故
、
井
底
の
蛙
評
た
る
嘲
り
を
覚
悟
し
つ
つ
、
わ
た
し
が
両
著
よ
り

学
び
得
た
も
の
、
疑
闘
と
な
し
得
た
も
の
を
、
次
の
よ
う
な
七
箇
の
視
点
よ

り
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

　
何
よ
り
も
わ
た
し
が
両
著
か
ら
感
銘
を
う
け
た
の
は
、
研
究
者
各
個
の

「
醒
め
た
目
」
で
あ
っ
た
。

　
お
よ
そ
史
的
研
究
で
あ
る
以
上
、
各
宗
派
の
あ
ま
り
に
も
「
宗
義
内
的

な
」
視
点
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
る
時
は
、
〃
宗
派
主
観
”
が
学
的
客
観
性
を

蚕
食
す
る
。
こ
れ
は
お
よ
そ
自
明
の
道
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以
降
の

　
ヘ
　
　
　
へ

「
近
代
史
学
」
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
潔
癖
で
あ
り
得
な
か
っ
た
。
わ
た
し
た

ち
が
明
治
百
年
の
「
大
家
」
の
業
蹟
を
注
視
す
る
隣
、
出
身
宗
派
、
宗
義
の

影
が
し
ば
し
ば
研
究
内
実
を
お
か
し
て
い
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
点
、
昭
和
生
れ
の
研
究
者
を
主
体
と
す
る
、
こ
の
両
著
に
お
い

て
は
面
目
を
異
に
す
る
。

　
例
を
藤
岡
大
拙
氏
の
禅
宗
の
地
方
伝
播
と
そ
の
受
容
層
に
つ
い
て
1
室

町
前
期
を
中
心
に
一
（
1
）
に
見
よ
う
。
傑
僧
と
言
わ
れ
た
抜
隊
得
勝
が
幾

多
の
民
衆
集
団
を
集
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
次
々
に
捨
て
て
武
田
信
成
の
外
護

の
懐
に
落
ち
着
い
た
事
蹟
を
と
ら
え
、
　
「
彼
の
民
衆
接
化
運
動
は
、
よ
り
よ

き
外
護
者
を
求
め
て
の
P
R
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
お
ら
れ

る
。
人
は
あ
ま
り
に
も
シ
ニ
カ
ル
な
、
氏
の
言
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
こ
の
よ
う
な
氏
の
視
角
は
一
介
の
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
室
町
期
の
禅

院
が
　
「
東
岡
衆
扁
　
と
呼
ば
れ
る
金
融
僧
を
有
し
、
　
こ
れ
が
一
方
で
は
金
融

利
高
の
高
利
貸
し
と
し
て
民
衆
の
怨
嵯
を
買
い
、
他
方
で
は
室
町
幕
府
の
財

政
の
一
端
を
さ
さ
え
て
い
た
事
実
を
、
氏
は
正
確
に
分
析
さ
れ
る
。
（
「
禅
院

内
に
於
け
る
東
班
衆
に
つ
い
て
一
特
に
室
町
幕
附
の
財
政
と
関
連
し
て
一
」
　
『
日

本
歴
史
』
一
四
五
）
さ
ら
に
、
古
来
名
僧
の
名
の
高
い
蘭
漢
道
隆
・
兀
庵
普
寧
、

無
学
祖
元
が
糧
力
者
北
条
時
頼
に
対
し
、
　
「
菩
薩
」
「
再
来
之
仏
」
「
如
来

使
」
と
い
っ
た
最
大
限
の
美
辞
を
交
々
奉
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
外
護

者
へ
の
「
卑
屈
な
阿
輿
」
と
断
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
禅
宗
の
日
本
的
展
開
」
『
仏

教
史
学
』
七
の
ゴ
　
）
ま
た
、
禅
家
に
有
名
な
「
公
案
問
答
」
に
つ
い
」
て
も
、
き

わ
め
て
「
没
論
理
的
偏
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
畏
衆
の
理
解
を
拒
絶
し

た
上
で
、
　
「
三
園
の
延
命
息
災
の
た
め
に
滞
積
」
を
行
っ
た
の
だ
、
と
説
か

れ
る
。
明
治
以
降
、
鈴
木
大
拙
氏
に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
て
き
た
、
流
麗
高
雅

な
る
禅
解
説
と
は
全
く
異
っ
た
視
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
が
正
し

と
は
、
今
は
問
う
ま
い
。
た
だ
昭
和
生
れ
の
大
拙
氏
が
は
る
か
に
「
醒
め

た
目
」
で
史
料
を
見
つ
め
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
わ
た
し
た
ち
は
疑
う
こ

と
が
で
き
な
い
。

　
こ
の
点
、
中
尾
箋
氏
の
歯
釦
れ
の
よ
い
論
文
申
世
日
蓮
宗
に
お
け
る
組
織

と
伝
道
（
1
）
仏
教
の
庶
罠
化
と
葬
祭
（
H
）
も
、
同
質
の
特
徴
を
も
っ
て

い
る
。
前
考
に
お
い
て
は
、
下
総
国
千
田
庄
の
東
禅
寺
を
舞
台
と
す
る
戒

律
・
輩
厳
の
学
僧
湛
暦
の
悲
劇
が
分
析
さ
れ
て
い
る
、
建
武
の
動
乱
に
よ
っ

て
最
大
の
外
垣
者
金
沢
氏
を
失
っ
た
湛
雷
は
、
新
興
の
武
士
の
た
め
に
「
祈

今
一
の
精
誠
を
誓
う
は
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
こ
れ
に
交
替
し
て
新
し
く
進
出
し
て
き
た
の
が
日
蓮
宗
の
中
山
法
華
経
寺

で
あ
る
。
新
興
の
在
地
最
高
権
力
者
た
る
千
葉
胤
貞
の
氏
寺
と
な
り
、
　
「
家

の
宗
教
」
と
し
て
の
地
位
を
築
く
。
そ
し
て
、
そ
の
支
配
権
を
背
景
と
し
て
、
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在
地
の
被
支
配
者
に
対
す
る
「
基
底
部
ま
で
の
」
総
体
的
把
握
を
千
葉
氏
の

た
め
に
用
意
し
得
た
の
だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
日
蓮
宗
」
と

い
う
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
が
武
士
た
ち
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
現
実
の

役
割
を
果
し
た
の
か
と
い
う
設
問
に
対
す
る
、
リ
ア
ル
な
解
答
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
氏
の
視
点
は
「
目
蓮
宗
と
葬
祭
」
（
『
歴
史
教
育
』
一
九

六
七
・
八
）
「
日
本
仏
教
の
地
域
発
展
i
日
蓮
宗
」
　
（
『
仏
教
史
学
』
九
⊥
二
．

四
）
等
に
も
一
貫
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
、
と
く
に
わ
た
し
た
ち
を
瞠
目
せ
し
め
る
輝
北
を
展
開
し
て
お
ら

れ
る
の
は
大
浜
徹
也
氏
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
と
民
衆
の
確
執
ー
ー
明
治
前

期
の
キ
リ
ス
ト
教
飯
道
を
め
ぐ
っ
て
　
　
（
H
）
を
は
じ
め
、
　
「
明
治
前
期

西
上
州
に
お
け
る
基
督
教
会
の
形
成
」
　
（
『
史
潮
騙
八
二
・
八
三
）
「
基
督
教
伝

道
の
展
開
を
め
ぐ
る
防
禦
と
抗
争
」
　
（
『
地
方
史
研
究
』
七
七
）
「
明
治
前
期
に

お
け
る
基
督
教
会
の
存
在
形
態
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
ニ
ニ
ご
・
一
三
三
）
等
に
お

い
て
、
氏
は
教
会
史
料
の
分
析
を
精
力
的
に
遂
行
さ
れ
る
。
教
会
史
上
、
模

範
と
さ
れ
た
、
独
立
自
給
教
会
た
る
安
中
教
会
（
群
馬
県
）
の
場
合
、
そ
の
財

政
の
中
枢
は
地
方
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
湯
浅
家
の
出
資
に
依
存
し
て
い
た
と
い
う
事

実
、
そ
の
た
め
教
会
は
湯
浅
家
の
サ
ロ
ン
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
摺

摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
こ
の
よ
う
な
外
護
者
を
も
た
ぬ
甘
楽
教
会
の
場

合
、
金
銭
間
題
の
も
つ
れ
の
た
め
に
、
牧
師
と
信
徒
の
間
に
「
ぬ
ぐ
い
よ
う

の
な
い
栢
互
不
僑
」
が
生
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
般
の
薯
情
が
、
外

国
か
ら
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
援
助
を
「
神
よ
り
説
く
る
金
」
と
し
て
正
当
化
す

る
と
い
う
「
悲
し
き
理
窟
」
を
産
み
出
し
た
と
い
う
。
氏
は
一
方
で
は
、
本

願
寺
等
の
、
教
会
外
部
か
ら
の
村
八
分
的
圧
迫
の
実
態
を
論
証
さ
れ
る
と
共

に
、
反
面
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
内
面
を
む
し
ば
む
偽
善
の
体
質
を
鋭

く
え
ぐ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
客
観
的
な
史
料
と
「
醒
め
た
目
」
に
基
い
て
い
る

限
り
、
わ
た
し
た
ち
を
深
く
首
肯
さ
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
じ
意
味
で
、
池
田
英
俊
氏
の
明
治
に
お
け
る
在
家
仏
教
運
動
一
特
に

恩
と
戒
と
の
実
践
を
め
ぐ
っ
て
（
∬
）
も
、
朋
治
十
～
二
十
年
代
の
仏
教
者
、

大
内
真
下
と
鳥
尾
得
庵
の
思
想
内
実
を
摘
決
し
た
好
篇
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

よ
り
十
分
な
論
旨
の
展
開
が
望
ま
れ
る
。

三

　
行
実
の
強
み
は
、
地
域
別
・
宗
派
別
・
時
代
別
の
多
彩
な
個
別
研
究
の
拡

が
り
を
蕾
観
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
松
山
善
昭
氏
の
近
世
東
北
に
お
け
る
新
仏
教
の
伝
播
と
教
団

形
成
一
曹
洞
寒
と
真
宗
を
中
心
と
し
て
一
（
1
）
の
場
合
を
見
よ
う
。

氏
の
論
証
の
裏
付
け
を
な
し
て
い
る
の
は
、
　
「
現
存
寺
院
分
布
」
を
は
じ
め

と
す
る
東
北
地
方
の
実
地
調
査
に
よ
る
各
種
統
計
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
東
北

地
方
に
お
け
る
真
宗
教
団
成
立
の
特
殊
性
」
　
（
『
文
化
』
一
八
・
三
）
「
東
北
地

方
に
お
け
る
曹
洞
宗
教
団
成
立
の
特
殊
性
」
（
『
日
本
仏
教
』
一
〇
）
よ
り
、
名

稿
「
東
北
地
方
に
お
け
る
天
台
教
邸
成
立
の
特
殊
性
」
（
『
日
本
文
化
研
究
所
研

究
報
告
』
別
2
、
金
倉
円
照
氏
と
の
共
筆
）
に
い
た
る
ま
で
、
営
々
と
積
み
重
ね

ら
れ
た
成
果
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
氏
の
研
究
の
深
化
の
た
め

に
、
今
些
少
の
疑
問
を
呈
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
氏
の
場
合
、
「
本
末
関
係
」

「
寺
格
偏
　
「
黒
頭
」
の
問
題
は
、
近
世
的
封
建
的
関
係
の
具
体
的
分
析
の
中

で
は
、
ほ
ぼ
類
同
的
な
視
点
で
処
理
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ

ろ
が
、
か
っ
て
児
玉
逗
留
が
「
本
願
寺
絶
対
主
義
教
権
確
立
の
一
前
提
－

本
末
制
度
と
寺
格
の
関
係
を
中
心
に
一
」
　
（
『
宇
部
工
専
研
究
報
告
』
四
）
の
　
諭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

中
で
立
証
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
今
日
〃
封
建
的
”
な
も
の
と
し
て
映
ず
る

「
寺
格
」
が
実
は
「
本
末
制
度
」
に
対
す
る
否
定
的
契
機
を
も
っ
て
登
場
し
　
組



た
と
い
う
、
長
州
の
場
合
の
「
特
殊
性
」
の
報
告
が
あ
る
。
ま
た
本
著
（
1
）

内
で
も
、
千
葉
乗
隆
氏
が
真
宗
教
団
の
組
織
に
お
い
て
、
　
「
虐
遇
制
扁
を
も

っ
て
、
　
「
本
末
舗
解
体
の
主
要
原
因
の
一
つ
」
と
し
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
れ
は
氏
が
「
近
世
真
宗
教
団
の
本
館
構
造
」
（
『
近
世
仏
教
』
二
）
以
来
、
豊

窟
な
史
料
踏
査
を
も
と
に
提
出
し
つ
づ
け
て
こ
ら
れ
た
、
魅
力
あ
る
テ
ー
マ

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
今
日
の
視
角
か
ら
は
、
単
に
類
同
視
さ
れ
る
諸
概
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
カ
ニ
ズ
ム

興
隆
衰
退
の
中
に
こ
そ
、
ま
さ
に
史
的
変
動
の
力
学
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
、
松
山
氏
が
右
の
よ
う
な
問
題
視
角
よ
り
、
東
北
の
「
特

殊
性
」
を
一
段
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
日
を
期
待
し
た
い
。

　
ま
た
、
氏
の
研
究
に
お
い
て
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
、
　
「
単
身
」
　
「
縁
起
」

類
の
蒐
集
と
そ
の
史
料
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
「
近
代
史

学
」
に
お
い
て
は
、
寺
伝
・
縁
起
類
を
「
史
実
」
よ
り
峻
別
し
、
こ
れ
を
軽

視
す
る
風
潮
を
生
じ
た
。
け
れ
ど
も
、
　
「
寺
伝
・
縁
起
」
自
体
、
そ
れ
を
産

出
し
た
愚
体
と
そ
の
時
代
を
語
る
「
史
料
」
に
他
な
ら
ぬ
。
こ
の
点
、
厳
密

に
言
っ
て
、
奈
良
・
平
安
期
の
金
石
文
と
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
歩
を
進
め
れ
ば
、
　
「
古
事
記
・
日
本
書
紀
」
も
ま
た
、
皇
室
の
「
縁
起
」

に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
尤
大
に
存
在
す
る

寿
俵
・
縁
起
類
は
中
近
世
思
想
史
上
の
史
料
の
豊
庫
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
反

復
性
・
類
同
性
は
、
そ
れ
だ
け
そ
の
産
出
時
代
の
精
神
構
造
に
深
く
密
着
し

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
故
、
松
山
氏
が
「
東
北
地
域
寺
院

調
査
要
覧
e
…
一
山
形
篇
」
（
『
東
北
関
係
・
文
献
資
料
目
録
』
第
四
集
）
に
示
さ

れ
た
よ
う
な
基
礎
作
業
が
一
段
と
発
展
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
わ
た
し
た
ち
他
分
野
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
貴
重
な
収
穫
と
な
っ
た
の
は
、

和
多
昭
夫
氏
の
申
世
高
野
山
教
団
の
組
織
と
伝
道
（
1
）
で
あ
ろ
。
中
世
史
以

降
の
思
想
史
の
各
分
野
に
と
っ
て
重
大
な
影
響
力
を
も
つ
中
世
真
言
と
い
う
、

従
来
研
究
の
必
ず
し
も
多
か
ら
ぬ
地
点
に
つ
い
て
、
今
回
氏
に
よ
っ
て
蒙
、
鋤

得
た
概
観
が
与
え
ら
れ
た
の
は
傘
で
あ
っ
た
。
近
来
、
　
「
密
教
」
が
日
本
宗
　
⑲

教
史
に
と
っ
て
占
め
る
意
味
の
重
大
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
化
し
つ
つ
あ
　
毘

る
だ
け
に
、
こ
の
分
野
の
教
理
史
的
思
想
史
的
研
究
の
輩
出
が
望
ま
れ
よ
う
。

　
宗
派
的
に
異
色
な
の
は
、
瀬
戸
美
喜
雄
氏
の
金
光
教
研
究
で
あ
る
。
近
代

に
お
け
る
宗
教
者
と
民
衆
と
の
対
話
－
川
手
文
治
郎
の
場
合
（
1
）
　
「
金

光
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
研
究
…
教
祖
論
に
つ
い
て
の
序
説
一
」

（『

煬
�
ｳ
学
』
五
）
「
教
祖
の
信
心
の
基
本
的
特
性
1
－
一
泊
実
生
活
と
の
関
係

を
中
心
と
し
て
一
…
」
（
『
金
光
教
学
』
七
）
等
、
氏
の
論
究
は
各
面
に
わ
た
り

つ
つ
あ
る
が
、
先
の
中
尾
氏
の
研
究
に
見
え
た
如
く
、
そ
の
宗
教
の
現
実
の

役
割
が
そ
の
時
代
の
民
衆
に
と
っ
て
一
体
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
視
点
か

ら
の
リ
ア
ル
な
分
析
が
望
ま
れ
る
。

　
こ
の
項
目
の
最
後
に
、
時
代
別
研
究
の
好
篇
と
し
て
圭
室
文
雄
氏
の
論
文
・

葬
祭
か
ら
祈
禰
へ
－
近
世
仏
教
に
お
け
る
対
話
内
容
の
変
化
（
丑
）
を
あ

げ
よ
う
と
思
う
。
氏
は
慶
長
一
寛
上
期
と
寛
永
蝉
茸
以
降
寛
文
期
と
の
二
つ

の
時
期
を
分
つ
。
前
者
で
は
「
葬
祭
」
を
中
心
と
し
て
寺
院
と
檀
家
と
の
対

話
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
祈
禧
」
へ
と
寺
院
の
檀
家
獲
得
の

方
向
が
移
行
し
た
、
と
明
快
に
論
述
さ
れ
る
。
注
補
す
べ
き
は
、
幕
府
が

「
葬
祭
」
中
心
の
寺
請
寺
院
を
強
制
し
た
の
に
対
し
、
農
民
は
あ
く
ま
で

「
薫
煙
」
へ
向
っ
て
固
執
し
て
い
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
わ

た
し
た
ち
は
「
祈
藤
」
を
も
っ
て
、
一
律
に
非
近
代
的
・
阿
片
的
性
格
の
存

在
と
見
な
し
や
す
い
が
、
先
に
藤
岡
・
中
尾
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う

な
、
〃
外
憂
者
の
た
め
の
祈
薦
”
と
は
ま
た
異
っ
た
役
割
を
も
つ
祈
禧
、
い

わ
ば
権
力
者
に
忌
避
さ
れ
る
〃
民
衆
に
と
っ
て
の
祈
篠
”
が
論
証
・
描
出
さ

れ
て
い
る
。
氏
が
こ
の
よ
う
な
興
味
深
い
問
題
に
当
面
せ
ら
れ
た
の
は
、
か



評堂圖

っ
て
氏
が
「
寛
文
年
間
水
戸
藩
論
仏
殿
釈
に
つ
い
て
ー
ー
開
基
帳
の
検
討
を

中
心
と
し
て
一
」
　
（
『
近
世
仏
教
』
九
・
…
○
）
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
数
理

的
・
統
計
学
的
な
処
理
を
軸
と
す
る
史
的
研
究
法
の
成
果
に
負
う
所
多
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。
氏
の
鋭
い
意
識
に
よ
る
今
後
の
研
究
に
注
目
し
た
い
。

四

　
わ
た
し
た
ち
は
両
著
の
い
わ
ば
基
底
部
を
な
す
よ
う
な
「
研
究
思
想
」
を
、

竹
田
聴
洲
氏
の
日
本
宗
教
史
を
貫
く
藁
質
に
つ
い
て
（
1
）
と
い
う
一
篇
の

中
に
見
出
し
得
る
。

　
氏
に
よ
れ
ば
、
一
個
の
宗
教
的
天
才
の
創
造
し
た
思
想
の
各
個
研
究
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

日
本
宗
教
史
研
究
の
一
面
に
過
ぎ
ぬ
。
問
題
は
そ
れ
が
「
日
本
の
社
会
」
の

構
造
の
中
に
「
ま
き
込
ま
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
化
」
す
る
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
日
本
の
社
会
」
　
の
基
本
体
質
と
し
て
、
　
「
家
」
と

「
呪
術
性
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
竹
田
氏
の
提
唱
に
接
す
る
時
、
わ
た
し
は
氏
の
名
篇
「
語
る

無
名
村
落
寺
院
の
境
内
仏
堂
と
そ
の
前
生
」
（
『
仏
教
史
学
』
六
i
二
）
の
一
節

を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
「
一
方
に
お
い
て
鎮
守
・
氏
神
を
産
ん
だ
氏
子

の
村
落
協
同
体
は
、
又
同
時
に
菩
提
毒
・
旦
那
寺
を
護
持
し
た
檀
家
・
門
徒

の
村
落
協
同
体
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
風
な
く
明
瞭
な
毒
実
で
あ
る
と
い
う

以
上
に
、
之
は
亀
目
本
の
宗
教
史
に
こ
れ
ま
で
未
掘
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
来

た
極
め
て
大
き
な
鉱
脈
で
あ
る
と
い
う
を
潭
ら
な
い
。
」
こ
の
よ
う
な
氏
の

自
負
に
た
が
わ
ず
、
丹
波
の
無
量
寺
と
い
う
簸
た
る
無
名
寺
院
の
歴
史
的
分

析
よ
り
、
〃
日
本
の
社
会
の
中
に
お
け
る
宗
教
の
在
り
方
”
と
い
う
巨
大
な

金
鉱
脈
を
掘
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
高
取
正
男
氏
の
奈
良
・
平
安
初
期
に
お
け
る
官
寺
の
教
団
と
民
間
仏
教

（
1
）
も
、
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
な
系
列
に
属
す
る
、
成
熟
し
た
一
篇
で
あ

ろ
う
。
日
本
霊
異
記
に
対
し
、
柔
軟
な
分
析
法
を
駆
使
し
つ
つ
、
そ
の
基
層

に
存
す
る
在
地
土
着
の
信
仰
を
じ
っ
く
り
と
発
掘
さ
れ
る
氏
の
手
法
は
、
、

「
古
代
民
衆
の
宗
教
」
　
（
『
日
本
宗
教
史
講
座
』
2
）
よ
り
近
著
『
宗
教
以
前
』

（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
）
に
い
た
る
ま
で
、
す
で
に
香
り
高
い
熟
成
の
日
々
を
経

て
い
る
。

　
こ
の
点
、
さ
ら
に
若
い
層
に
属
す
る
研
究
者
た
る
伊
藤
唯
真
氏
の
念
仏
と

神
祇
信
仰
一
中
世
浄
土
宗
の
布
教
課
題
と
し
て
み
た
る
（
豆
）
や
池
上
尊

義
氏
の
日
蓮
に
み
る
布
教
者
と
民
衆
と
の
対
話
1
一
そ
の
現
世
利
益
的
信
仰

を
中
心
と
し
て
一
（
五
）
も
、
教
祖
の
教
理
が
「
歴
史
化
」
さ
れ
る
た
め

の
道
筋
を
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
伊
藤
氏
の
「
社
頭

聖
」
の
研
究
（
「
中
世
の
社
頭
塑
に
つ
い
て
」
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
四
七
）
や
池

上
氏
の
「
供
僧
」
の
研
究
（
「
供
僧
考
」
『
東
海
大
学
紀
要
』
七
）
は
、
真
宗
史
に

お
け
る
山
田
文
昭
氏
の
「
堂
僧
」
の
研
究
の
ご
と
く
、
教
祖
と
民
衆
と
の
間

の
結
節
点
を
解
こ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
諸
氏
の
研
究
三
蹟
は
、
い
わ
ば
先
の
竹
田
氏
に
よ
る
「
作
業

仮
説
偏
の
妥
当
性
を
立
証
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
反
面
、
両
掛
の
研
究
業
蹟
自
体
が
こ
の
竹
田
仮
説
を
さ

ら
に
発
展
的
に
止
揚
す
る
道
筋
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
と

な
れ
ば
、
中
尾
・
南
無
両
氏
の
研
究
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
十
四
世

紀
の
千
葉
氏
に
と
っ
て
の
呪
術
性
と
十
七
世
紀
の
農
民
に
と
っ
て
の
睨
術
．
性

と
は
歴
史
の
位
相
を
全
く
異
に
し
て
い
る
。
前
者
は
千
葉
家
に
よ
る
在
地
支

配
の
永
続
の
た
め
の
呪
術
で
あ
り
、
後
者
は
権
力
者
の
寺
請
寺
院
を
通
じ
て

の
家
把
握
に
対
す
る
、
一
種
の
抵
抗
と
し
て
の
呪
術
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ

対
し
て
、
形
式
的
に
は
「
呪
術
性
」
の
一
貫
と
称
し
得
よ
う
が
、
現
実
の
機
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能
に
お
い
て
は
烈
し
い
断
絶
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
の
局
面
を
見
よ
う
。
竹
田
氏
の
言
わ
れ
る
「
宗
教
的
天
才
」
と
は
、
果

し
て
そ
れ
ほ
ど
「
日
本
の
社
会
」
か
ら
「
孤
立
」
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
天
才
が
「
神
祇
羅
拝
」
を
高
唱
し
得
た
の
は
、
そ
の
背
景
に
そ

れ
を
待
望
し
、
欲
求
す
る
「
日
本
の
民
衆
」
が
実
在
し
て
い
た
か
ら
で
は
あ

る
ま
い
か
。
親
驚
は
消
息
の
中
で
、
し
ば
し
ば
諸
神
軽
侮
の
ふ
る
ま
い
に
つ

い
て
、
門
弟
・
信
徒
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
十
三

世
紀
の
民
衆
が
時
と
し
て
「
教
祖
」
以
上
に
急
進
的
な
要
因
を
は
ら
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
革
命
的
な
暗
代
の
要
求

な
し
に
、
革
命
的
な
天
才
は
創
出
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
思

推
し
き
た
れ
ば
、
　
「
個
人
」
の
歴
史
化
と
し
て
の
「
時
代
」
と
い
う
命
題
は
、

「
時
代
」
の
歴
史
化
と
し
て
の
「
個
人
」
と
い
う
命
題
と
切
り
離
せ
ぬ
、
相

補
的
な
原
理
で
あ
る
。
今
後
、
一
層
前
進
せ
し
め
ら
れ
た
方
法
論
的
立
脚
地

よ
り
、
日
本
宗
教
史
の
立
体
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

五

　
次
に
、
体
制
や
階
層
と
の
関
連
を
視
点
と
し
て
考
究
せ
ら
れ
た
論
作
を
見

よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
二
葉
憲
香
氏
は
『
日
本
古
代
仏
教
思
想
史
の
研
究
』
に
お
い

て
、
律
令
仏
教
対
反
律
令
仏
教
と
い
う
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
分
析
を
展
開
せ

ら
れ
た
。
今
回
の
古
代
に
お
け
る
宗
教
的
実
践
一
行
基
と
空
也
一
（
H
）

は
そ
の
一
部
、
圧
縮
の
観
を
な
し
て
い
る
。
氏
は
行
基
・
空
也
を
「
狂
的
エ
ク

ス
タ
シ
ヤ
」
や
「
呪
術
性
」
か
ら
切
り
離
し
た
地
点
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う

と
し
て
、
史
料
批
判
を
す
す
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
行
基
・
究
也
を

産
出
し
た
「
日
本
の
社
会
」
の
民
衆
的
基
盤
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
豪
代
に
お
け
る
「
エ
ク
ス
タ
シ
ヤ
」
や
「
呪
術
性
」
は
、
律
令

仏
教
の
側
に
お
か
れ
る
べ
き
、
体
制
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
、
同
じ
問
題
を
逆
に
「
密
教
的
基
盤
」
か
ら
解
明
し
よ
う
と
さ
れ

た
の
が
速
水
侑
氏
の
空
也
出
現
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
1
）
で
あ
る
。
氏
は
そ

の
基
盤
に
お
い
て
、
一
方
で
は
貴
族
へ
の
、
他
方
で
は
民
衆
へ
の
、
共
通
の

通
路
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
史
料
の
限
界

上
、
困
難
な
問
題
な
が
ら
、
今
後
の
論
争
の
進
展
を
望
み
た
い
。

　
次
に
柏
原
祐
泉
氏
の
近
代
に
お
け
る
庶
民
の
仏
教
受
容
一
遍
好
人
浅
原

才
布
の
姿
勢
－
（
且
）
は
う
雁
書
な
信
仰
告
白
の
ノ
ー
ト
か
ら
、
才
市
の
思

…
惟
様
式
を
テ
ィ
ピ
カ
ル
に
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
「
天
子
・

門
跡
・
仏
」
を
三
位
一
体
視
す
る
才
市
の
思
考
方
法
が
徹
頭
徹
尾
「
体
制
順

応
」
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
白
に
し
て
お
ら
れ
る
。
温
厚
な
筆
致
の
中
に
、

才
市
の
急
所
を
キ
ラ
リ
と
描
破
さ
れ
た
好
篇
で
あ
ろ
う
。

点IN

　
理
論
的
な
立
脚
地
を
深
く
浮
彫
り
に
し
た
諸
篇
が
存
す
る
。

　
先
ず
、
大
隅
和
雄
氏
の
聖
の
宗
教
活
動
一
…
組
織
と
伝
道
の
視
点
か
ら
一

（
1
）
が
あ
る
。
氏
に
は
す
で
に
「
遁
世
に
つ
い
て
」
（
『
北
大
文
学
部
紀
要
』

「
三
の
二
）
「
宵
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観
の
変
動
」
　
（
同
右
手
ハ
の
一
）
が

あ
る
。
前
者
は
「
遁
世
偏
の
意
義
の
変
遷
の
中
に
時
代
的
思
想
的
変
移
の
相

を
辿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
平
安
期
に
お
け
る
、
史
書
を
は
じ
め
と
す

る
書
物
編
纂
方
法
の
変
化
の
中
に
知
識
人
貴
族
層
の
価
値
観
の
崩
壊
過
程
を

描
出
し
た
力
作
で
あ
る
。
産
出
物
群
の
様
式
か
ら
、
そ
の
時
代
の
製
作
者
層

の
意
識
課
程
を
復
元
す
る
と
い
う
、
　
一
種
の
史
的
透
過
術
が
適
確
に
方
法
化

さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
い
ず
れ
も
手
ご
た
え
の
あ
る
論
証
の
実
を
結
ん
で
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評

い
る
。

　
大
隅
氏
と
同
種
の
対
象
を
扱
い
な
が
ら
、
独
特
の
境
地
を
樹
立
さ
れ
た
の

は
桜
井
好
朗
氏
の
『
発
心
集
』
の
思
想
史
的
位
置
（
H
）
で
あ
る
。
氏
に
は

す
で
に
「
隠
者
と
戦
記
　
　
平
家
物
語
お
よ
び
太
平
記
の
成
立
に
関
し
て

一
」
（
『
文
学
』
三
四
．
一
〇
）
や
単
行
本
「
隠
者
の
風
貌
」
が
あ
る
。
と
く

に
後
者
は
社
会
史
と
精
神
史
の
中
間
原
理
と
し
て
の
「
生
活
過
程
」
を
追
跡

す
る
と
い
う
方
法
論
を
建
て
、
如
実
に
隠
者
群
像
を
摘
出
す
る
の
に
成
功
し

て
い
る
。
こ
と
に
「
開
か
れ
た
隠
遁
精
神
扁
と
い
う
、
氏
独
自
の
設
定
概
念

の
上
に
、
個
性
的
な
平
家
物
語
論
・
太
平
記
論
を
展
開
さ
れ
た
。

　
北
西
弘
氏
は
真
宗
教
団
に
お
け
る
『
知
識
』
と
伝
道
　
　
十
六
世
紀
の
変

貌
期
を
中
心
と
し
て
一
（
1
）
の
中
で
、
二
葉
憲
香
氏
の
蓮
如
観
を
反
措

定
と
し
っ
っ
、
次
の
よ
う
に
親
鶯
と
蓮
如
の
関
係
を
論
理
的
に
規
定
せ
ん
と

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
鷲
が
「
個
我
」
の
立
場
に
徹
し
得
た
の
に
対
し
、

蓮
如
は
彪
大
な
教
団
を
背
景
と
し
た
「
普
遍
我
」
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得

ぬ
時
期
に
生
き
た
。
従
っ
て
、
一
見
両
者
の
差
異
と
見
え
る
も
の
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
の
「
教
団
の
変
質
」
に
対
癒
し
た
も
の
で
あ
る
。
畢
覧
し
て
、
同
じ
真

へ実
が
、
二
人
の
生
き
た
時
期
の
異
る
に
従
っ
て
、
単
な
る
「
表
現
の
差
」
を

生
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
向
一
揆
の
一
連
の
研
究
を
は
じ
め
、
意
欲
的
な
理
論
探
究
を
行
っ
て
お

ら
れ
る
北
西
氏
で
あ
る
だ
け
に
、
真
宗
史
学
上
、
一
箇
の
「
典
型
」
と
し
て

の
見
解
を
示
さ
れ
た
も
の
と
言
い
得
よ
う
。
確
か
に
、
親
書
の
求
め
た
も
の

が
〃
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
専
一
な
帰
依
”
に
ほ
か
な
ら
ぬ
限
り
、
蓮
如
は
そ

れ
を
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
、
民
衆
集
団
の
共
同
の
信
仰
に
化
し
得
た

の
で
あ
る
か
ら
、
〃
死
せ
る
親
鶯
の
本
懐
”
を
遂
げ
た
も
の
と
称
し
て
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

点
の
予
防
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
史
内
に
お
い
て
は
至
極
翠
玉
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

景
観
は
、
一
旦
真
宗
史
外
の
地
点
か
ら
透
視
す
る
時
、
い
さ
さ
か
相
貌
を
異

に
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
す
な
わ
ち
、
体
制
か
ら
の
疎
外
と
訴
追
の
中
に
あ
っ
た
親
鷺
集
団
は
、
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

如
に
お
い
て
は
体
制
内
へ
と
移
行
し
、
真
の
意
味
で
「
教
団
の
変
質
」
が
生

じ
た
。
従
っ
て
、
両
者
の
間
に
コ
空
界
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
「
表
現
の
同

一
」
は
共
有
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

民
衆
に
と
っ
て
、
真
に
そ
れ
が
意
怪
し
得
た
も
の
は
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
野
に
立
ち
出
で
れ
ば
、
　
「
表
現
の
差
異
」
論
に
と
ど
ま
る
こ

と
は
い
さ
さ
か
困
難
な
事
態
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
ひ
ら
か
れ
た
展
望
の
中

で
、
理
論
上
の
論
究
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

七

　
霜
曇
に
お
い
て
、
わ
た
し
た
ち
に
清
洌
な
印
象
を
与
え
る
の
は
、
昭
和
十

年
代
生
れ
の
研
究
者
の
各
論
で
あ
る
。

　
大
桑
絶
望
の
厭
離
野
土
か
ら
欣
求
津
土
へ
1
恵
空
に
み
る
真
宗
教
学
の

近
世
的
展
開
－
（
H
）
は
、
個
人
思
想
研
究
に
手
薄
い
観
の
あ
る
、
近
世

真
宗
史
研
究
の
死
角
を
突
い
た
好
篇
で
あ
る
。
氏
は
「
近
世
初
期
真
宗
寺
院

の
土
地
経
営
i
能
登
本
誓
寺
文
書
に
関
す
る
覚
書
f
」
（
『
近
世
仏
教
臨
三

の
二
．
三
）
「
近
世
真
宗
教
団
の
形
成
一
北
陸
に
お
け
る
本
末
関
係
を
中
心

と
し
て
一
」
（
『
金
沢
大
学
法
学
部
論
集
』
九
）
　
「
宗
門
改
・
寺
請
と
寺
男
制

度
」
　
（
『
大
谷
大
学
研
究
紀
要
』
四
）
　
「
東
西
分
派
論
序
説
一
天
巻
末
～
文
禄

期
に
お
け
る
教
団
変
革
の
視
角
か
ら
一
」
（
『
真
宗
研
究
』
＝
一
）
と
い
っ
た

転
作
を
す
で
に
発
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
今
回
思
想
史
の
分
野
に
登
場
さ
れ

た
の
は
心
強
い
。
恵
空
が
お
び
た
だ
し
い
書
写
本
を
後
世
に
遺
し
た
こ
と
は

著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
書
写
事
業
の
思
想
史
的
意
義
を
、
た
と
え
ば
大
隅
氏
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の
よ
う
な
方
法
論
の
も
と
に
、
追
跡
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
橋
本
政
良
氏
の
仏
教
の
民
間
漫
透
と
僧
尼
令
一
対
話
の
為
の
社
会
的
条

件
一
（
1
）
は
、
日
本
霊
異
記
を
中
心
に
切
れ
味
の
よ
い
分
析
を
試
み
て

お
ら
れ
る
。
す
で
に
「
天
武
・
持
統
朝
の
仏
教
統
制
」
（
『
史
学
研
究
』
九
六
）

に
お
い
て
、
旺
盛
な
研
究
意
欲
を
示
さ
れ
た
氏
で
あ
る
だ
け
に
、
今
後
の
進

展
と
飛
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　
菅
原
征
子
氏
の
平
安
末
期
に
お
け
る
布
教
者
と
民
衆
と
の
対
話
（
皿
）
は
、

す
で
に
発
表
せ
ら
れ
た
「
平
安
末
期
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
」
（
『
史
潮
』
九
六
）

「
古
代
東
国
に
お
け
る
観
音
像
の
造
立
」
　
（
『
仏
教
史
学
駈
コ
ニ
・
四
）
等
の
論

作
を
背
景
に
し
た
要
約
的
小
論
で
あ
る
。
こ
と
に
「
地
蔵
信
仰
」
の
論
究
の

際
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
着
実
な
研
究
法
は
、
先
に
あ
げ
た
速
水
侑
乗
の
「
臼

本
古
代
社
会
に
お
け
る
弥
勒
信
仰
の
展
開
」
（
『
南
都
仏
教
』
＝
ハ
）
と
共
に
、

古
代
仏
教
史
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

　
小
栗
純
子
氏
の
天
理
教
に
お
け
る
布
教
者
と
罠
衆
と
の
対
話
（
H
）
は
、

昭
和
二
十
年
代
生
れ
の
筆
者
に
よ
る
、
さ
わ
や
か
な
小
論
で
あ
る
。
す
で
に

『
教
祖
誕
生
と
そ
の
条
件
一
三
巴
と
中
肉
み
き
』
　
（
笠
原
一
場
氏
と
共
著
）

と
い
う
著
作
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
だ
け
に
、
こ
こ
で
も
氏
の
健
筆
は
あ
ざ
や

か
に
中
山
み
き
を
は
じ
め
と
す
る
天
理
教
内
の
諸
群
像
を
、
く
も
り
な
き
爵

で
描
出
し
得
て
い
る
。
今
後
の
活
躍
の
望
ま
れ
る
一
人
で
あ
る
。

八

　
最
後
に
、
両
著
中
も
っ
と
も
特
色
あ
ふ
る
る
一
篇
を
挙
げ
よ
う
。
森
竜
吉

氏
の
一
八
七
九
年
七
月
十
四
日
i
i
本
願
寺
教
団
改
革
の
政
治
史
的
意
義
～

（
1
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
願
寺
の
正
史
に
属
す
る
「
明
如
上
人
伝
」
と
、

野
史
に
属
す
る
「
革
正
秘
録
光
尊
上
人
血
涙
記
」
と
、
こ
の
二
書
を
鋭
く
対

決
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治
十
年
代
の
本
願
寺
教
団
近
代
化
挫
折
の
経
過

が
い
た
ま
し
い
ま
で
に
描
破
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
革
新
運
動
を
推

進
せ
ん
と
し
た
の
は
、
若
き
法
主
明
如
そ
の
人
で
あ
る
。
本
願
寺
教
団
の
絶

対
主
義
体
制
が
勝
利
し
、
革
新
が
敗
退
す
る
中
で
、
当
の
法
主
明
豊
は
「
唯
、

魂
の
ぬ
け
た
人
の
如
く
」
そ
の
後
の
生
涯
を
送
っ
た
、
と
い
う
一
段
は
、
こ
こ

に
読
み
い
た
っ
て
人
を
し
て
深
く
長
歎
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
服
部
之
賢

息
の
秘
蔵
の
本
「
血
涙
記
」
を
遺
品
と
し
て
も
ら
い
う
け
て
成
っ
た
と
い
う

こ
の
論
文
は
、
死
せ
る
明
治
史
学
者
の
遺
志
が
生
け
る
森
氏
の
筆
の
中
に
よ

み
が
え
っ
た
か
の
観
を
与
え
る
。
け
れ
ど
も
、
な
お
こ
の
事
件
の
経
済
史
的
政

治
史
的
背
景
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
課
題
多
く
、
今
後
の
健
筆
に
期
待
し
た
い
。

九

　
以
上
、
冗
長
の
舞
文
を
弄
し
た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
を
通
観
す

る
時
、
日
本
宗
教
史
の
諸
相
、
各
時
代
の
個
性
が
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
如

実
に
浮
び
あ
が
り
来
る
の
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
畢
寛
、
執
筆
の
諸

氏
が
い
ず
れ
も
自
己
の
持
場
を
固
守
し
つ
つ
、
切
実
な
現
代
的
関
心
の
も
と

に
執
筆
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
、
こ
の
秒
た
る
二
小
冊
を
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
辻
善
之
助
氏
の
大
作
に
比
す
る
時
、
そ
の
問
題
意
識
に
お
い
て
、
特
代
は

確
実
に
前
進
し
た
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
知
る
の
で
あ
る
。
寒
夜
、
こ
の
書

を
繕
く
人
々
を
遠
き
知
己
と
し
つ
つ
、
今
蕪
筆
を
欄
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

と
す
る
。

　
〈
両
三
は
日
本
宗
教
史
研
究
会
編
で
あ
り
、
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
の
成
果
の

　
　
上
に
立
っ
て
い
る
〉
．

　
（
A
5
版
　
－
二
四
一
頁
　
昭
和
四
二
年
七
月
法
蔵
館
刊
　
定
価
一
、
五
〇
〇
円

　
　
H
二
三
五
頁
　
昭
和
照
三
年
盛
鍔
　
同
君
　
定
価
一
、
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
市
立
洛
陽
工
業
高
等
学
校
教
験
）
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