
天
理
教
の
教
義
と
教
会
の
現
状

八

島

英

雄

(
天
理
教
本
書
嬬
分
教
会
)

天
理
教
の
教
義
と
実
状
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

天
理
教
の
教
義
と
い
っ
て
も
、
天
理
教
会
本
部
か
ら
明
治
に
発
表
さ
れ
た
教
典
も
、
昭
和
二
十
四
年
に
発
表
さ
れ
た
教
典
も
、
本
来
の

中
山
み
き
の
教
え
と
は
遠
く
隔
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
最
初
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
比
較
を
す
る
た
め
に
も
、
中
山

み
き
の
教
え
た
天
理
教
の
位
置
・
教
え
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ま
ず
触
れ
て
み
ま
す
。

明
治
教
典
で
は
、
天
皇
家
の
先
祖
で
あ
る
高
天
原
の
神
々
が
、
中
山
み
き
に
神
が
か
っ
て
、
皇
祖
神
の
八
紘
一
宇
の
意
志
を
説
い
た
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
敗
戦
後
に
発
表
し
た
教
義
で
も
、
因
果
応
報
や
輪
廻
の
思
想
が
主
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
や
は
り
天
の
神
が

中
山
み
き
に
神
が
か
っ
て
、
突
如
と
し
て
神
の
想
い
を
語
り
は
じ
め
、
そ
れ
ま
で
の
中
山
み
き
の
素
質
と
は
関
係
が
な
い
ん
だ
と
.
い
う
よ

う
な
話
に
な
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
天
上
の
神
が
マ
イ
ク
で
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
を
、
み
き
が
レ
シ
ー
バ
ー
で
受
け
て
、
そ
の
ま
ま
ス
ピ
ー

カ
ー
で
流
す
と
い
う
形
の
教
典
が
作
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
天
理
教
団
の
中
の
良
心
的
な
み
き
の
高
弟
た
ち
が
伝
え
た
話
で
は
、
ず
っ
と
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
教
部
省
で
社
会
教
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育
・
文
部
省
で
学
校
教
育
に
よ
っ
て
押
し
っ
け
ら
れ
、
ど
う
し
て
も
南
天
原
の
神
が
、
神
が
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
布
教
で
き
な
い
と

い
う
実
状
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
し
た
。

二

高
弟
た
ち
の
伝
え
る
と
こ
ろ
の
信
仰
の
位
置
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
み
ま
す
。

信
仰
に
つ
い
て
は
、
素
朴
に
神
仏
に
す
が
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
天
理
教
は
、
神
道
の
十
三
番
目
の
公
認
宗
派
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
て
、
神
仏
と
い
う
と
、
何
か
迎
合
し
て
い
る
様
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
古
い
大
和
の
神
職
守
屋
筑
前
守
様
が
、
中
山
み

き
さ
ん
は
仏
法
で
い
こ
う
と
し
た
の
を
神
道
に
ひ
っ
く
り
返
し
た
と
、
今
ま
で
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
く
ら
い
中
山
み
き
は
、

仏
教
の
知
識
し
か
な
い
経
歴
だ
っ
た
。
で
す
か
ら
、
「
神
仏
」
と
い
う
の
は
け
っ
し
て
迎
合
し
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
神
仏
に
す
が
る
信
仰
と
、
神
仏
に
な
る
信
仰
と
二
つ
に
分
け
て
、
お
ふ
で
さ
き
に
、
「
た
す
け
で
も
を
か
み
き

と
ふ
て
い
く
て
な
し
う
か
が
い
た
て
ゝ
い
く
で
な
け
れ
ど
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
こ
の
神
仏
に
す
が
る
信
仰
で
は
い
か
ん
と
厳
し
く
教
え

て
い
ま
す
。

っ
ま
り
中
山
み
き
は
、
お
す
が
り
し
て
仏
様
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
に
な
り
ま
す
、
神
様
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
に
通
り
ま
す
と
い
う
帰
命

頂
礼
の
立
場
で
は
な
く
て
、
神
仏
に
な
る
と
い
う
帰
投
身
命
を
説
い
た
わ
け
で
す
。

中
山
み
き
は
、
今
ま
で
南
無
阿
禰
陀
仏
、
南
無
阿
禰
陀
仏
、
助
け
て
下
さ
い
と
村
中
が
何
百
年
、
代
々
願
い
続
け
て
来
た
け
れ
ど
も
、

少
し
も
社
会
は
良
く
も
な
ら
な
い
し
解
決
も
し
な
い
。
こ
の
い
き
づ
ま
り
を
脱
す
る
に
は
、
や
は
り
仏
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考

え
た
。

ま
た
、
み
き
は
、
浄
土
宗
の
信
仰
、
特
に
十
王
信
仰
を
深
く
身
に
つ
け
、
十
九
才
の
時
に
は
、
五
重
相
伝
を
受
け
ま
し
た
が
、
ど
う
や

ら
そ
の
頃
か
ら
浄
土
宗
で
は
救
い
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
感
じ
て
い
た
ら
し
い
。
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家
の
信
仰
は
、
当
時
寺
請
制
度
で
、
浄
土
宗
か
ら
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
個
人
と
し
て
は
、
真
言
宗
の
人
た
ち
、
特
に
西
の

日
光
と
も
い
わ
れ
九
百
七
十
一
石
の
寺
領
を
有
す
る
内
山
永
久
寺
に
属
し
、
修
験
道
の
十
二
先
達
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
た
理
性
院
聖

誉
明
賢
の
話
を
聞
い
て
い
た
。

そ
こ
で
は
、
い
ろ
ん
な
夏
祭
羅
を
掲
げ
、
祈
稿
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
最
も
霊
験
あ
ら
た
か
と
さ
れ
′
て
い
た
の
が
一
字
金
輪
像

と
い
わ
れ
る
も
の
で
し
た
。
.
こ
の
像
が
、
実
は
転
輸
王
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
転
輪
王
が
、
す
べ
て
の
財
宝
・
権
力
を
使
っ
て
難
渋

の
人
を
助
け
て
み
ん
な
で
喜
ぶ
世
界
に
変
え
て
い
っ
た
と
い
う
話
を
教
え
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
、
自
分
は
転

輪
王
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
難
渋
を
助
け
て
通
り
ま
す
と
決
心
し
た
。

今
ま
で
は
、
願
っ
て
ば
か
り
い
て
、
ま
た
家
の
中
で
は
よ
く
夫
に
仕
え
言
う
通
り
に
し
て
き
た
が
、
私
も
病
気
に
な
り
子
供
も
病
気
に

な
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
家
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
救
い
を
願
う
だ
け
で
は
な
し
に
、
ま
ず
、
自
分
が
転
輪

王
の
心
に
な
っ
て
難
渋
を
助
け
る
。
た
ら
な
い
所
に
私
の
持
ち
味
を
足
し
て
、
陽
気
ぐ
ら
し
を
作
り
、
平
等
の
世
界
に
変
え
る
働
き
を
し

ま
す
。
覚
悟
し
て
く
だ
さ
い
と
。
夫
に
申
し
出
た
の
が
、
天
理
教
の
立
教
宣
言
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
所
か
ら
こ
の
神
仏
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
身
は
そ
の
ま
ま
、
即
身
成
転
輪
王
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
わ
け
な
ん

で
す
。

こ
の
帰
投
身
命
の
特
徴
、
自
分
が
そ
の
ま
ま
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
を
理
解
し
て
そ
の
心
に
な
っ
て
自
分
の
意
思
で
生
き
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
帰
命
頂
礼
は
他
の
意
思
で
生
き
る
。
こ
の
二
つ
の
基
本
線
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
仰
者
の
心
が
ま
え

と
し
て
非
常
に
厳
し
く
、
大
切
な
か
ど
め
と
し
て
、
教
え
ら
れ
て
い
る
。

三

中
山
み
き
が
教
え
を
お
ふ
て
さ
き
に
ま
と
め
て
、
大
量
に
教
義
を
書
い
た
頃
、
日
本
は
天
皇
神
道
を
中
心
に
据
え
て
、
明
治
三
年
に
大
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教
宣
布
の
詔
勅
、
明
治
五
年
に
教
部
省
・
文
部
省
の
設
置
、
大
教
院
制
度
が
定
め
ら
れ
特
に
尊
皇
倒
幕
の
流
れ
か
ら
、
大
和
の
大
き
な
寺

院
な
ど
は
、
こ
な
ご
な
に
壊
わ
さ
れ
て
、
廃
仏
毀
釈
が
猶
鰍
を
き
わ
め
て
い
た
。

慶
応
三
年
に
、
み
き
が
転
輪
王
の
心
に
な
っ
て
生
き
る
と
言
っ
た
頃
、
長
男
で
あ
り
中
山
家
の
戸
主
で
あ
っ
た
秀
司
が
、
吉
田
神
祇
官

領
に
願
い
出
て
、
天
皇
家
の
先
祖
、
天
照
大
皇
神
の
両
親
の
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
、
そ
の
両
親
・
両
親
・
両
親
と
い
う
よ
う
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
、
天
神
七
代
・
十
二
柱
の
皇
祖
神
を
天
輸
王
明
神
と
し
て
配
る
許
可
を
得
た
。
本
来
み
き
の
教
え
は
、
転
輪
王
な
の
で
す
が
、
長

男
の
秀
司
は
、
こ
れ
を
「
天
」
に
変
え
て
、
天
輪
王
に
し
て
、
こ
れ
が
母
の
説
く
神
で
あ
る
と
し
て
、
信
者
に
拝
ま
せ
た
。
そ
の
時
、
秀

司
が
み
き
の
家
の
中
の
勤
め
場
所
と
し
て
、
信
者
が
作
っ
た
建
て
物
の
中
に
、
こ
の
天
皇
家
の
先
祖
を
祭
り
、
そ
こ
で
教
え
た
の
が
天
皇

神
道
で
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
こ
と
が
重
な
っ
た
時
期
に
、
み
き
は
「
高
山
の
せ
き
ゝ
よ
き
い
て
し
ん
し
っ
の

神
の
は
な
し
を
き
い
て
し
ゃ
ん
せ
」
と
、

高
山
の
説
教
を
聞
い
て
、
真
実
の
神
の
話
し
を
聞
い
て
思
案
せ
よ
と
言
っ
た
。
み
き
の
神
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
守
護
神
と
し
て
教
え
ら

れ
て
い
る
転
輸
王
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
秀
司
に
な
っ
て
、
天
皇
家
の
先
祖
の
神
と
神
々
と
い
う
神
道
そ
の
も
の
に
か
わ
り
、
こ
こ
で
説
い

た
の
が
国
の
惟
神
の
道
の
教
育
、
八
紘
一
宇
の
教
育
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
支
配
神
が
天
降
る
と
い
う
教
え
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
高
天
原
の
天
照
大
皇
神
の
命
に
よ
っ
て
、
擾
擾
杵
尊
が
地

上
の
王
に
降
り
た
。
こ
の
天
降
り
の
教
え
に
よ
っ
て
、
天
照
大
皇
神
の
子
孫
が
世
界
を
支
配
す
る
の
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
、
神
勅
を
教

え
る
教
育
が
徹
底
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
助
け
る
神
が
天
降
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
教
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、
現
在
の
天
理
教
会
本
部
で
は
、
神
懸
り
と
い
う
こ
と
と
、

天
降
り
と
い
う
こ
と
が
全
然
区
別
さ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
わ
ざ
わ
ざ
混
同
さ
せ
て
、
わ
か
ら
な
く
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
弾
圧
を

避
け
る
た
め
政
府
を
ご
ま
か
し
、
混
乱
さ
せ
た
論
法
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
現
在
で
は
信
者
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
っ
て
、
何
が
何
だ

か
解
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

48



天
降
り
と
い
う
の
は
、
天
上
の
神
が
そ
の
ま
ま
降
り
て
来
て
、
地
上
で
権
威
者
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
い
う
。
と
こ
ろ
が
神
懸
り
と
い

ぅ
の
は
、
天
上
の
神
が
テ
レ
パ
シ
ー
を
送
り
、
地
上
の
人
間
に
も
の
を
言
わ
せ
た
り
行
動
を
さ
せ
た
り
す
る
。
こ
れ
を
神
懸
り
と
い
っ
て

い
る
。

こ
れ
で
す
と
天
津
神
が
偉
く
て
、
神
懸
ら
れ
た
人
が
卑
し
く
て
も
こ
れ
は
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。
天
降
り
と
い
う
場
合
は
、
神
そ
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
日
本
の
神
話
で
言
い
ま
す
と
、
擾
擾
杵
尊
が
天
降
り
で
、
天
の
岩
戸
の
前
で
踊
っ
た
と
い
う
天
銅
女
命

が
、
神
懸
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
山
み
き
は
、
私
が
転
輪
王
の
心
を
理
解
し
て
、
私
の
意
思
で
人
助
け
を
す
る
ん
だ
。
こ
れ
は
人
に
動
か
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
天
降
っ
て
人
助
け
を
す
る
の
だ
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
神
懸
り
と
い
う
言
葉
は
、
み
き
並
び
に

そ
の
後
継
者
で
あ
り
ま
し
た
飯
降
伊
蔵
の
教
え
に
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
の
政
府
は
、
神
と
い
う
の
は
、
天

皇
家
の
先
祖
し
か
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
神
が
身
分
卑
し
き
百
姓
屋
の
女
に
天
降
っ
た
と
い
う
こ
と
は
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、

神
懸
っ
た
ん
だ
と
い
う
話
を
作
っ
て
、
警
察
に
届
け
た
と
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
天
降
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
自
分
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
支
配
す
る
神
が
天
降
っ
た
と
い
う
場

合
、
非
常
に
む
ご
い
行
動
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
擾
擾
杵
尊
の
曾
孫
に
あ
た
る
神
武
天
皇
が
、
橿
原
の
宮
に
都
を
作
っ
た
時
の
詔

勅
で
私
が
世
界
を
支
配
す
る
ん
だ
。
「
服
わ
ぬ
者
は
す
な
わ
ち
殺
し
」
と
言
っ
て
、
自
分
に
従
が
わ
な
い
も
の
は
殺
し
て
、
橿
原
を
平
定
し

た
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
に
よ
る
世
界
制
覇
と
も
い
う
も
の
が
今
ま
で
続
い
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
自
分
の
意
思
で
天
降
っ
た

の
か
、
こ
れ
は
大
変
に
疑
問
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
擾
擾
杵
尊
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
と
し
て
天
降
っ
て
く
る
。

現
在
で
も
大
嘗
祭
で
は
、
新
任
の
天
皇
が
揺
り
寵
の
中
に
寝
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
来
て
天
皇
が
生
ま
れ
た
と
い
う
儀
式
を
す
る
。
こ

れ
は
天
孫
降
臨
の
と
き
、
ま
だ
子
供
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
確
か
に
天
津
神
が
降
っ
て
来
て
、
地
上
の
擾
蝮
杵
尊

に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
人
は
お
婆
さ
ん
の
神
勅
に
支
配
さ
れ
て
自
分
の
意
思
を
持
た
な
い
、
自
分
の
意
思
を
行
使
で
き
な
い
地
上
の
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権
力
者
で
あ
っ
た
の
で
す
。
民
に
は
む
ご
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
も
天
照
大
皇
神
に
、
服
従
す
る
神
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

歴
代
の
天
皇
は
、
神
武
天
皇
の
八
紘
一
宇
と
い
う
方
針
に
従
っ
て
、
人
民
を
治
め
る
。
こ
の
体
制
で
は
天
皇
も
神
勅
に
縛
ら
れ
、
大
臣

も
天
皇
に
縛
ら
れ
、
み
き
を
捕
え
て
拷
問
し
た
警
察
官
も
上
役
に
縛
ら
れ
る
下
役
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
体
制
に
は
、
よ

う
き
ぐ
ら
し
が
無
い
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
み
き
の
と
ら
え
方
で
あ
っ
た
。

四

み
き
が
、
み
か
ぐ
ら
う
た
の
中
で
、
諾
々
と
教
え
て
い
る
の
は
、
し
っ
か
り
思
案
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
っ
か
り
思
案
を
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
み
き
が
説
い
た
教
義
さ
え
も
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
な
い
。
自
分
で
本
当
か
ウ
ソ
か
よ
く
思
案
し
て
:
小
に
納
め
た
ら

自
分
の
意
思
で
動
い
て
く
れ
。
動
か
さ
れ
る
人
間
じ
ゃ
な
く
、
自
分
で
生
き
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
く
教
え
た
。
助
け
る
神
の

心
を
理
解
し
て
、
自
分
が
生
き
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
。

天
理
教
で
は
、
お
ふ
で
さ
き
の
中
に
出
て
く
る
神
の
と
ら
え
方
を
、
神
の
体
・
神
の
心
と
二
つ
に
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、

み
き
が
い
つ
も
説
い
て
い
た
説
き
方
で
は
、
体
と
心
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
別
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
。

み
き
は
:
小
と
体
は
ひ
と
つ
の
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
間
の
人
は
、
形
や
物
質
の
方
に
重
点
を
お
く
と
体
と
い
い
、
動
き
・
性
質
の

方
に
重
点
を
お
く
と
精
神
と
か
心
と
言
う
。
そ
う
い
う
風
に
わ
け
て
い
る
の
で
、
便
宜
上
二
つ
に
分
け
て
神
の
説
明
を
し
て
い
る
。

体
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
世
」
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
天
理
教
の
教
義
で
は
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
み
か
ぐ
ら
歌
に
は
手
振
り
が
付
い

て
い
ま
す
の
で
、
「
こ
の
世
」
と
い
う
手
振
り
と
同
じ
手
振
り
を
他
の
歌
で
捜
し
ま
す
と
、
人
の
心
は
ま
ち
ま
ち
だ
と
言
う
と
き
の
手
振
り

と
同
じ
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
人
間
の
心
と
心
が
引
き
合
い
、
つ
な
が
っ
て
つ
く
り
上
げ
る
人
間
社
会
を
「
こ
の
世
」
と
い
っ
て
い
る
の

で
す
。
み
き
の
教
え
の
中
に
は
、
岩
石
や
水
の
話
、
地
球
上
ど
れ
だ
け
陸
地
で
、
ど
れ
だ
け
海
だ
と
い
う
話
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
全
部
人

の
心
の
つ
な
が
り
を
主
に
し
て
話
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
世
と
い
う
の
が
神
の
体
で
、
こ
の
世
界
は
神
の
心
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
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神
の
心
が
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
行
く
と
い
う
。
人
間
も
、
そ
の
通
り
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

神
の
心
に
つ
い
て
は
、
お
ふ
で
さ
き
に
は
、
神
←
月
日
←
親
と
い
う
順
序
で
説
い
て
い
る
。
最
初
、
「
神
」
と
説
い
て
い
た
が
、
明
治
七

年
に
み
き
が
捕
え
ら
れ
、
日
本
国
で
は
、
天
皇
や
そ
れ
に
忠
義
を
尽
く
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
と
認
め
ら
れ
た
者
の
み
が
神
で
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
以
外
は
神
と
呼
ば
せ
な
い
と
い
う
態
度
で
弾
圧
さ
れ
た
。
そ
の
時
以
来
、
神
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
に
、
た
す
け
た
い
と
い

ぅ
心
で
お
恵
み
く
だ
さ
る
だ
け
で
何
も
望
ま
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
月
日
」
と
呼
び
名
を
変
え
た
わ
け
で
す
。
更
に
ま
た
、
月
日
を
月
と

日
に
わ
け
て
、
月
は
月
読
尊
、
日
は
天
照
大
里
神
だ
と
い
う
誤
ま
っ
た
解
説
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、
初
め
て
「
親
」
と
い
う
表
現
に
変
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
、
政
府
の
教
え
に
対
し
て
、
「
神
」
と
い
う
表
現
を
「
月
日
」
に
変
え
、
長
男
秀
司
が
教
義
を
ゆ
が
め
よ
う
と
す
る
行
動
に
対
し

て
、
「
親
」

と
い
う
よ
う
に
、
神
の
表
現
を
変
え
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

お
ふ
て
さ
き
で
、
「
月
日
に
わ
に
ん
け
ん
は
じ
め
か
け
た
の
わ

よ
ふ
き
ゆ
さ
ん
が
み
た
い
ゆ
へ
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
、
人
間
を
最
初
に

生
み
出
し
た
時
、
こ
れ
は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
に
陽
気
遊
山
を
さ
せ
た
い
か
ら
と
い
う
言
い
方
を
し
た
。
そ
し
て
、
一
人
残
ら
ず
が
「
よ

ふ
き
ゆ
さ
ん
」
だ
か
ら
、
こ
の
世
は
陽
気
づ
く
め
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
で
、
み
か
ぐ
ら
歌
で
も
、
お
ふ
で
さ
き
で
も
、
全
部
「
陽
気
づ
く

め
」
と
い
う
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
現
在
の
天
理
教
団
で
は
、
「
陽
気
ぐ
ら
し
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
み
き

は
、
「
陽
気
づ
く
め
」

と
説
き
教
え
た
の
で
す
。

み
き
の
教
え
で
は
、
不
自
由
す
る
も
の
の
い
な
い
世
界
に
し
て
や
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
互
い
に
助
け
合
い
の
神
の
心
に
沿
え
と
説

い
た
。
こ
れ
で
す
と
、
世
直
し
は
国
体
変
革
の
思
想
で
す
か
ら
、
天
皇
家
の
弾
圧
を
受
け
る
の
で
、
明
治
二
十
一
年
秋
、
天
理
教
が
国
家

公
認
宗
教
に
な
っ
た
時
、
み
か
ぐ
ら
歌
に
あ
る
「
不
自
由
な
き
世
に
し
て
や
ろ
う
」
と
い
う
教
え
を
、
「
不
自
由
な
き
や
う
に
し
て
や
ろ
う
」

と
改
現
し
、
「
陽
気
づ
く
め
の
世
に
す
る
」
と
い
う
み
き
の
教
え
が
、
「
陽
気
ぐ
ら
し
」
と
変
え
ら
れ
、
こ
れ
が
現
在
の
天
理
教
の
説
き
方

に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
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み
き
の
教
え
た
言
葉
に
は
、
「
陽
気
ぐ
ら
し
」
と
い
う
言
葉
は
一
例
も
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
「
よ
ふ
き
ゆ
さ
ん
が
み
た
い
ゆ
へ
か
ら
」

人
間
を
生
み
出
し
た
と
い
う
所
だ
け
に
、
「
よ
ふ
き
ゆ
さ
ん
」
が
あ
っ
て
、
あ
と
は
全
部
、
「
陽
気
づ
く
め
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

神
は
こ
う
い
う
目
的
を
持
っ
て
、
人
間
を
生
み
出
し
た
と
説
き
、
神
が
人
間
を
生
み
出
す
時
の
原
理
を
、
現
在
で
は
、
か
ん
ろ
だ
い
づ

と
め
と
し
て
教
え
て
い
る
。

五

初
め
甘
露
台
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
の
め
し
べ
と
花
粉
と
い
う
形
か
ら
説
明
を
し
た
が
、
後
に
は
、
花
粉
で
は
な
く
、
上
部
が
男
性
の
性
器
で
、

下
部
の
一
段
目
・
二
段
目
が
女
性
の
性
器
と
い
う
よ
う
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。

「がんろだい」寸法表

≡
≡
三

八島 英雄著

『中山みき研究ノート』より

こ
れ
は
、
み
き
が
最
初
に
教
え
た
、
お
産
の
際
の
迷
信
排
除
の
「
を
び
や
ゆ
る
し
」

の
教
え
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

今
ま
で
の
お
産
の
教
え
だ
と
、
子
種
は
男
に
あ
っ
て
、
女
は
栄
養
を
与
え
る
だ
け
だ
と
い
っ
て
、
男
女
差
別
が
非
常
に
き
び
し
か
っ
た
。



日
本
の
女
性
は
全
員
ウ
ツ
の
状
態
に
い
て
、
健
康
に
な
ろ
う
に
も
な
れ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
み
き
は
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ

て
、
女
松
男
松
の
隔
て
は
な
い
と
言
っ
て
、
人
間
の
始
ま
り
出
し
も
女
五
分
・
男
五
分
の
補
い
合
い
・
助
け
合
い
に
よ
っ
て
陽
気
ぐ
ら
し

す
る
子
が
で
き
る
と
教
え
た
。
こ
れ
が
か
ん
ろ
だ
い
の
基
本
の
理
と
な
り
ま
す
。

明
治
三
年
に
、
歌
と
手
振
り
を
教
え
て
、
甘
露
台
を
囲
み
、
八
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
助
け
合
い
補
い
合
う
。
こ
れ
を
す
い
き
・
ぬ
く
み
の

人
間
が
助
け
合
う
。
つ
な
ぎ
・
つ
っ
ぼ
り
の
人
間
が
助
け
合
う
ん
だ
と
い
う
。
人
間
世
界
の
調
和
の
姿
は
、
こ
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
生

き
も
の
の
発
生
に
は
、
ぬ
く
み
と
す
い
さ
が
つ
り
合
っ
て
ち
ょ
う
ど
良
い
温
度
が
出
来
、
つ
な
ぎ
と
い
う
皮
が
出
来
、
中
身
が
つ
ぶ
れ
な

い
よ
う
に
つ
っ
ぼ
り
が
内
か
ら
支
え
る
。
こ
う
い
う
所
に
、
す
い
き
あ
げ
さ
げ
・
の
み
く
い
出
入
り
の
働
き
即
ち
生
活
現
象
が
で
て
、
成

長
さ
せ
る
引
き
伸
す
働
き
が
、
そ
れ
に
釣
り
合
っ
て
働
い
て
く
る
。
も
う
一
つ
こ
こ
に
、
息
吹
き
わ
け
・
呼
吸
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
切

る
と
い
う
働
き

(
分
裂
し
て
自
分
と
同
じ
生
き
物
を
ま
た
生
み
出
す
能
力
)
が
つ
い
て
、
「
命
あ
る
も
の
」
が
出
て
く
る
と
教
え
て
い
る
。

基
本
が
、
こ
の
男
性
的
働
き
と
女
性
的
働
き
で
全
て
調
和
が
と
れ
、
調
和
の
と
れ
た
中
か
ら
命
あ
る
も
の
が
生
れ
出
し
、
そ
の
調
和
が

く
ず
れ
な
い
で
続
い
て
い
る
中
で
成
長
し
、
次
の
世
代
に
生
き
続
け
て
い
く
。
途
中
一
度
も
死
ぬ
こ
と
が
な
く
親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
と

い
う
よ
う
に
、
長
い
間
生
き
続
け
て
来
た
の
が
現
在
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
き
は
、
「
元
始
ま
り
の
話
」
と
い
い
、
こ
の
世
の
真
理
で
あ
り
、
理
が
神
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
教
え
た
。
こ
の
真
理
が
神
の

心
だ
と
教
え
た
の
で
す
。

こ
の
神
の
働
き
方
を
見
る
と
、
「
互
い
た
す
け
合
い
と
言
う
は
、
こ
れ
は
諭
す
理
、
人
を
た
す
け
る
心
は
真
の
誠
」
と
い
う
。
お
か
き
さ

げ
(
注

お
き
づ
け
を
許
さ
れ
た
時
に
渡
さ
れ
る
書
き
も
の
。
用
木
の
心
構
え
が
記
さ
れ
て
い
る
)
に
あ
る
言
葉
は
、
こ
こ
に
生
き
る
人
間
と
し
て

は
、
助
け
合
う
ん
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
分
の
持
っ
て
る
物
で
、
相
手
の
足
ら
な
い
所
に
す
べ
て
足
し
、
調
和
を
と
っ
て
陽
気
な
世

界
を
作
る
と
い
う
の
が
、
本
当
の
意
識
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
教
え
、
こ
れ
が
転
輪
王
の
心
な
ん
だ
と
教
え
た
。
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六

こ
の
、
転
輪
王
の
心
が
、
こ
の
乱
れ
た
世
界
を
正
し
て
陽
気
に
変
え
る
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
類
発
生
の
理
論
で
も
あ
る
か
ら
元

始
め
た
神
で
あ
り
、
陽
気
づ
く
め
に
最
後
に
救
う
実
の
神
で
あ
る
と
慶
応
三
年
の
み
か
ぐ
ら
う
た
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
真
理

を
、
神
の
心
と
い
い
、
こ
の
神
の
働
き
で
、
陽
気
遊
山
し
て
く
れ
と
人
間
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
陽
気
遊
山
す
る
人
間
た
ち
が
助
け
合
っ

て
、
調
和
の
と
れ
た
陽
気
づ
く
め
の
世
界
を
作
る
た
め
に
、
こ
の
真
理
は
働
き
続
け
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
こ
で
、
あ
る
時
期
の
お
ふ
で
さ
き
の
中
に
、
「
を
な
ぢ
胎
内
三
ど
や
ど
り
た
」
と
書
か
れ
て
、
助
け
合
う
よ
う
に
神
が
働
き
か
け
て
い

る
の
に
、
生
み
出
さ
れ
た
神
の
子
が
、
助
け
合
わ
な
い
と
絶
滅
す
る
と
い
う
可
能
性
を
教
え
て
い
ま
す
。
結
果
を
支
配
し
な
い
原
理
が
神

な
ん
で
す
。
互
い
に
助
け
合
え
ば
陽
気
づ
く
め
に
な
る
と
教
え
る
の
で
す
が
、
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
破
綻
が
お
こ
り
絶
滅
す
る
と
説
い
た
。

よ
く
神
の
作
っ
た
世
界
は
、
神
が
絶
滅
は
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
と
甘
い
考
え
が
宗
教
者
に
は
み
え
る
の
で
す
が
、
神
の
心
に
沿
わ
な
い
時
は

冷
酷
に
、
全
部
絶
滅
し
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
。
三
度
目
発
生
し
た
人
間
た
ち
が
、
ず
ー
っ
と
今
ま
で
生
き
続
け
て
来
た
ん
だ
か
ら
、
殺
し

合
わ
な
い
で
く
れ
と
い
う
言
い
方
な
ん
で
す
。

そ
し
て
、
お
ふ
で
さ
き
の
中
で
、
「
ど
ろ
う
み
の
な
か
よ
り
し
ゆ
ご
ふ
を
し
へ
か
け

そ
れ
が
た
ん
/
\
さ
か
ん
な
る
ぞ
や
」

と
言
っ

て
、
最
初
か
ら
こ
ん
な
人
間
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、
ど
じ
ょ
う
の
よ
う
に
、
泥
海
の
中
を
泳
ぎ
回
っ
て
い
た
よ
う
な
小
さ
な
生
き
も
の

か
ら
始
め
た
ん
だ
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
盛
ん
に
な
り
、
「
月
日
よ
り
た
ん
/
\
心
つ
く
し
き
り

そ
の
ゆ
へ
な
る
の
に
ん
け
ん
で
あ
る
」
と

過
去
か
ら
現
在
を
説
明
し
た
。

現
在
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
互
い
に
助
け
あ
う
条
件
は
整
っ
て
い
る
の
に
、
人
間
が
悪
し
き
に
流
れ
て
、
陽
気
ぐ
ら
し
を
し
て
い
な
い
。

こ
の
悪
を
は
っ
き
り
と
こ
れ
か
ら
教
え
る
と
言
っ
て
、
明
治
十
年
に
書
か
れ
た
お
ふ
で
さ
き
に
は
、
こ
の
悪
事
の
も
と
は
高
山
に
暮
ら
し

て
も
谷
底
に
暮
ら
し
て
も
同
じ
魂
を
持
ち
、
神
は
平
等
の
守
護
を
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
何
ぞ
高
い
低
い
あ
る
よ
う
に
思
い
違
い
し
た

54



人
間
が
、
人
を
支
配
し
人
の
物
を
と
り
上
げ
て
よ
い
と
、
こ
う
い
う
考
え
を
持
つ
と
こ
ろ
に
謀
反
の
根
が
太
り
、
争
い
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
調
和
の
と
り
方
、
助
け
合
い
を
教
え
た
お
勤
め
の
理
を
理
解
し
て
、
そ
れ
を
心
に
お
さ
め
て
生
き
る
以
外
に
、
争
い

を
お
さ
め
る
道
は
な
い
の
だ
か
ら
そ
れ
を
早
く
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
説
い
た
。

更
に
そ
れ
に
目
覚
め
た
人
間
は
、
「
こ
の
先
は
世
界
中
は
ど
こ
ま
で
も
陽
気
づ
く
め
に
み
な
し
て
か
か
る
」
と
い
う
結
果
が
あ
る
の
だ
と

教
え
て
、
こ
れ
が
「
よ
ろ
ず
委
細
の
も
と
の
因
縁
」
と
い
う
表
題
を
つ
け
、
こ
の
後
ず
う
っ
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。

み
き
は
こ
れ
が
神
の
心
、
神
の
思
い
で
あ
る
と
説
い
た
。
こ
の
神
の
思
い
を
理
解
し
て
、
自
分
の
心
に
し
た
者
が
陽
気
に
暮
ら
せ
、
神

の
心
と
人
の
心
が
イ
コ
ー
ル
に
な
っ
た
時
に
、
神
の
社
と
な
る
。
そ
の
も
の
が
神
で
、
神
の
お
使
い
で
も
、
神
の
僕
・
神
の
公
民
で
も
な

い
。
神
の
心
を
理
解
し
て
心
に
お
さ
め
、
自
分
の
生
き
が
い
が
難
渋
を
た
す
け
る
の
だ
と
思
っ
た
ら
、
自
分
の
意
思
で
生
き
る
の
だ
、
こ

れ
が
陽
気
暮
し
の
一
番
の
基
本
で
あ
る
。
こ
れ
が
み
き
の
教
え
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
理
を
行
わ
ず
に
、
な
ぜ
み
ん
な
が
こ
の
悪
し
き
に
気
が
つ
か
ず
に
通
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
悪
し
き
の
説

明
と
し
て
お
ふ
で
さ
き
の
中
で
し
て
い
る
。

七

「
悪
し
き
」
と
い
う
の
は
、
「
ほ
こ
り
」
「
つ
い
し
ょ
う
」
「
う
そ
」
と
い
う
三
つ
の
表
現
で
説
い
て
い
る
。
こ
の
「
ほ
こ
り
」
と
は
、
気

づ
か
な
い
悪
し
き
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
し
、
ま
た
、
お
ふ
で
さ
き
の
中
で
は
、
「
を
し
い
」
「
ほ
し
い
」
「
か
わ
い
」
「
よ
く
」
「
こ
う
ま

ん
」
の
五
つ
で
説
い
て
い
る
。
現
在
の
天
理
教
団
で
は
、
こ
れ
に
、
「
に
く
い
」
「
う
ら
み
」
「
は
ら
だ
ち
」
の
三
つ
を
付
け
加
え
て
、
明
治

の
中
期
頃
か
ら
八
つ
の
「
ほ
こ
り
」
と
し
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
五
つ
を
と
ら
え
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
悪
い
の
で
す
と
い

え
ば
、
誰
れ
で
も
こ
れ
が
思
い
で
す
と
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
答
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
何
故
、
気
づ
か
な
い
悪
し
き
を
「
ほ
こ
り
」
と
た
と
え
る
の
か
と
い
う
と
、
今
で
も
い
え
る
の
で
す
が
、
明
治
の
は
じ
め
で
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は
、
日
本
の
一
番
尊
い
人
・
天
皇
が
最
高
で
あ
り
、
至
尊
で
あ
り
、
至
誠
で
あ
り
、
最
高
の
道
徳
、
目
標
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
偉

い
お
方
は
働
か
な
い
で
い
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
が
働
き
ま
す
と
い
う
よ
う
に
、
偉
い
人
は
身
お
し
み
を
し
て
当
然
だ
と
い
う
考
え
が
あ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
、
当
時
の
偉
い
人
・
尊
い
人
に
働
い
た
者
は
、
次
の
収
穫
期
迄
か
ろ
う
じ
て
生
き
る
だ
け
の
も
の
は
残
こ
し
て
も
ら
っ
て

も
、
あ
と
は
み
ん
な
年
貢
と
し
て
納
め
る
の
が
、
当
時
の
公
民
の
立
場
で
あ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
偉
い
人
は
、
み
な
と
っ
て
あ
た
り

ま
え
。
偉
い
人
に
捧
げ
て
あ
た
り
ま
え
。
こ
れ
が

「
ほ
し
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
か
ん
ろ
だ
い
づ
と
め
で
言
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
で
助
け
合
う
。
い
ろ
い
ろ
な
働
き
方
の
中
で
、
私

の
持
ち
味
を
惜
し
ん
だ
ら
破
綻
が
お
こ
る
。
ま
た
人
の
提
供
し
て
き
た
働
き
を
と
っ
た
ら
崩
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
「
悪
し
き
」

そ
の
も
の
な
ん
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
尊
い
お
方
は
、
み
ん
な
の
も
の
を
集
め
て
あ
た
り
ま
え
。
尊
い
お
方
に
捧
げ
る
こ
と
が
良
い
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
に

教
え
ら
れ
て
い
る
と
、
こ
れ
を
悪
し
き
と
は
思
わ
な
い
わ
け
で
す
。

ま
た
、
「
か
わ
い
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
か
わ
い
い
も
の
に
あ
た
え
る
、
特
に
自
分
の
生
命
の
延
長
線
で
あ
る
子
供
に
与
え
る
と
い
う

こ
と
が
、
か
わ
い
の
ほ
こ
り
の
究
極
な
ん
で
す
。
こ
れ
が
日
本
の
惟
神
の
道
で
は
、
一
番
正
し
い
尊
い
こ
と
で
、
万
世
一
系
こ
の
権
力
は

続
い
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
よ
く
」

と
い
う
の
は
、
支
配
欲
の
こ
と
で
、
物
を
と
る
と
か
憎
む
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
人
の
心
ま
で
も
自
分
の
思
い
通
り
に
動

か
す
こ
と
を
い
い
、
最
も
よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
で
す
。

「
こ
う
ま
ん
」

と
い
う
の
は
、
力
の
あ
る
者
が
人
ま
で
支
配
し
ま
す
が
、
そ
の
支
配
す
る
人
の
子
は
、
自
分
は
力
が
な
く
と
も
あ
の
偉

い
方
の
子
供
だ
か
ら
、
子
孫
で
あ
る
か
ら
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
気
ま
ま
を
言
っ
て
い
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
来
る
。
こ
れ
が

い
け
な
い
と
い
う
。
た
し
か
に
悪
そ
の
も
の
と
思
え
る
。
し
か
し
、
日
本
国
の
天
皇
制
教
育
で
は
、
こ
れ
を
尊
い
お
方
の
属
性
で
あ
る
と
、

も
っ
ぱ
ら
教
え
つ
づ
け
て
来
た
。
で
す
か
ら
、
惟
神
の
道
で
一
番
尊
い
お
方
を
見
て
い
る
と
、
悪
し
き
が
悪
し
き
と
見
え
て
こ
な
い
と
い
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う
こ
と
で
、
「
気
づ
か
な
い
悪
し
き
」

と
な
り
、
こ
れ
を
「
ほ
こ
り
」

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

差
別
思
想
で
あ
る
高
山
の
説
教
が
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
の
高
山
の
説
教
に
よ
っ
て
、
悪
を
悪
と

も
思
わ
ず
に
、
つ
い
あ
の
身
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
、
人
の
世
界
の
陽
気
ぐ
ら
し
を
壊
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。

「
つ
い
し
ょ
う
」
と
い
う
の
は
、
権
力
者
が
言
う
こ
と
を
開
け
と
君
臨
す
る
と
、
民
は
無
理
が
通
れ
ば
道
理
が
ひ
っ
こ
む
と
い
う
こ
と

で
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
も
言
わ
ず
に
こ
れ
に
追
随
す
る
。
こ
れ
を
「
つ
い
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
ま
た
、
追
従
や
じ
っ
と
我
慢
だ
け

で
は
な
く
、
自
分
も
上
の
人
の
言
う
こ
と
に
黙
っ
て
従
え
ば
出
世
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
権
力
者
の
代
理
を
務
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
が
と
、
自
分
の
方
か
ら
信
心
に
は
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
で
、
出
世
の
た
め
、
利
益
の
た
め
に
、
真
実
で
な
い
言
行
を
す
る
こ

と
を

「
う
そ
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
「
ほ
こ
り
」
が
悪
し
き
の
基
本
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
月
日
に
は
う
そ
と
つ
い
し
ょ
こ
れ
き
ら
い
」
と
お
ふ
で
さ
き
の
中
で
断

定
し
て
、
そ
う
い
う
ま
ち
が
っ
た
心
が
ま
え
を
正
す
と
い
う
方
針
を
と
っ
た
の
で
す
。

現
在
説
い
て
い
る
「
に
く
い
」
「
う
ら
み
」
「
は
ら
だ
ち
」
の
三
つ
は
、
仏
法
で
三
毒
と
い
い
ま
す
が
、
「
を
し
い
」
「
ほ
し
い
」
「
か
わ
い
」

「
よ
く
」
「
こ
う
ま
ん
」
は
貪
る
(
貪
欲
)
の
「
ほ
こ
り
」
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
に
く
い
」
「
う
ら
み
」
「
は
ら
だ
ち
」
は
、
瞑
憲
に

当
た
る
。

確
か
に
、
自
分
の
陽
気
ぐ
ら
し
は
こ
れ
に
よ
っ
て
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
被
害
者
の
心
境
に
な
り

ま
す
。
こ
の
被
害
者
の
心
境
を
悪
と
い
う
べ
き
か
、
加
害
者
が
気
づ
か
ず
、
こ
れ
が
良
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
取
り
違
い
が
本
当
の
悪

な
の
か
、
そ
れ
を
み
き
は
問
う
た
の
で
す
。
し
か
し
、
現
代
の
教
団
は
、
そ
こ
を
ぼ
か
し
て
し
ま
っ
て
、
被
害
者
い
じ
め
を
説
い
て
、
因

縁
納
消
を
し
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
説
き
方
に
堕
ち
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
ど
う
し
て
も
被
害
者
い
じ
め
の
教
理
に
な
っ
て
来
て
、
こ

の
「
に
ノ
、
い
」
「
う
ら
み
」
「
は
ら
だ
ち
」
が
、
今
の
教
団
で
は
幅
を
さ
か
し
て
、
「
こ
れ
で
あ
ん
た
は
幸
せ
に
な
れ
な
い
ん
だ
」
と
被
害
者
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を
教
育
す
る
態
度
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
み
き
の
場
合
、
加
害
者
に
向
っ
て
そ
れ
が
い
け
な
い
と
言
い
に
行
っ
た
の
が
、
高
山
布

教
と
い
う
形
で
表
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

八

み
き
の
教
理
が
、
ど
ん
な
経
路
で
、
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
中
山
み
き
が
立
教
を
宣
言
し
た
時
に
は
、
高
山

の
説
教
が
皇
国
学
と
し
て
八
紘
一
宇
・
神
勅
が
充
満
し
て
い
た
。
こ
の
高
山
の
説
教
は
、
明
治
に
復
活
・
強
化
さ
れ
る
以
前
、
天
皇
家
か

ら
任
命
さ
れ
た
将
軍
が
権
力
を
ふ
る
い
、
将
軍
か
ら
委
任
さ
れ
た
大
名
領
主
が
支
配
を
し
て
い
た
。
そ
の
支
配
さ
れ
て
い
た
世
界
の
家
の

中
で
は
、
家
長
に
領
主
的
性
格
を
許
し
て
、
同
じ
家
族
の
中
に
支
配
す
る
者
と
従
属
す
る
も
の
・
戸
主
と
家
族
と
い
う
形
を
作
っ
て
い
た
。

白
い
も
の
を
黒
い
と
言
っ
て
も
ハ
イ
と
言
え
と
、
こ
う
い
う
差
別
社
会
が
、
幕
末
に
な
り
行
き
詰
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
支
配
さ
れ
て
い
た
農
民
、
そ
の
中
で
も
女
性
が
一
生
懸
命
勤
め
て
い
た
。
た
と
え
ま
わ
り
の
人
が
賞
め
た
と

し
て
も
、
限
界
に
達
す
る
と
そ
の
抑
圧
が
噴
出
し
ま
す
。
そ
の
時
真
理
を
知
っ
て
い
れ
ば
世
直
し
の
動
き
に
な
り
、
真
理
を
心
得
て
い
な

け
れ
ば
、
し
き
た
り
破
り
の
破
壊
活
動
・
暴
動
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
み
き
が
こ
の
抑
圧
を
是
正
す
る
謀
反
の
根
を
発
し
た
の

が
立
教
の
宣
言
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

み
き
は
、
自
分
の
心
で
正
し
い
と
思
っ
た
こ
と
を
や
る
以
外
、
陽
気
ぐ
ら
し
は
な
い
の
だ
と
説
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
助
け
る
心
を
持

つ
者
が
神
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
弾
圧
を
受
け
、
十
八
回
に
わ
た
る
警
察
監
獄
へ
の
御
苦
労
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
取
り
調
べ
で

は
、
一
貫
し
て
天
皇
を
神
と
説
け
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
み
き
は
そ
れ
に
対
し
て
、
天
皇
も
人
間
で
あ
る
、
百
姓
の
わ
た
し
達
と
同
じ
で

あ
る
と
い
う
態
度
を
と
り
、
ま
た
つ
と
め
大
衆
が
背
中
に
菊
の
紋
を
つ
け
て
、
弟
子
達
に
天
皇
家
の
先
祖
の
名
前
を
役
割
と
し
て
つ
け
て

呼
び
合
っ
て
、
こ
れ
は
助
け
合
う
べ
き
人
間
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
お
勤
め
ま
で
さ
せ
た
の
で
す
。

こ
の
弾
圧
を
受
け
た
時
に
、
弾
圧
を
受
け
て
も
真
実
を
説
く
の
だ
と
い
う
の
が
、
後
継
者
の
飯
降
伊
蔵
や
釈
放
さ
れ
て
す
ぐ
に
死
ん
だ
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仲
田
儀
三
郎
と
か
辻
忠
作
な
ど
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
の
人
た
ち
は
、
も
う
弾
圧
は
い
や
だ
と
い
う
の
で
、
神
道
天
理
教
会
と

い
う
も
の
を
設
立
し
た
。
神
道
天
理
教
会
は
教
義
と
し
て
天
皇
の
先
祖
の
神
々
を
祭
り
、
三
条
の
教
憲
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。

三
条
の
教
憲
と
い
う
の
は
、
明
治
の
初
め
に
日
本
政
府
が
惟
神
の
道
、
つ
ま
り
天
皇
の
世
界
制
覇
を
国
民
に
教
え
る
た
め
に
三
条
の
教

則
と
い
う
も
の
を
出
し
、
神
道
で
は
、
こ
れ
を
三
条
の
教
憲
と
唱
え
て
い
た
。

そ
の
中
の
第
一
条
「
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
へ
キ
事
」
。
こ
の
時
の
神
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
先
祖
の
み
を
指
し
て
い
た
。

第
二
条
「
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
へ
キ
事
」
。
こ
の
時
の
天
理
は
、
神
勅
を
指
す
。
天
照
天
皇
神
の
子
孫
が
、
世
界
を
支
配
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
こ
れ
に
命
を
捧
げ
て
仕
え
る
の
が
人
の
道
、
人
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
条
は
、
「
皇
上
ヲ
奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
可
キ
事
」
。
天
皇
家
を
崇
め
、
天
皇
の
命
令
に
絶
対
服
従
し
ろ
と
い
う
。

神
道
天
理
教
会
設
立
の
願
書
に
は
、
こ
の
三
条
の
教
憲
を
教
え
ま
す
と
い
う
こ
と
し
か
書
い
て
い
な
い
。
中
山
み
き
の
名
前
も
出
な
け

れ
ば
、
み
か
ぐ
ら
う
た
・
お
ふ
で
さ
き
も
三
一
円
も
出
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
み
か
ぐ
ら
う
た
を
改
鼠
し
、
お
ふ
て
さ
き
を
削
り
、
明
治
教
典
を
神
道
の
教
義
で
作
っ
て
、
天
理
教
団
が
で
き
た
の
で

す
。
敗
戦
後
も
、
長
男
秀
司
が
祈
稿
で
営
業
し
た
、
そ
の
時
の
教
義
を
あ
た
か
も
本
当
の
道
の
教
え
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
説
き
続
け
て

来
て
い
る
。

そ
う
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
真
実
を
知
る
わ
ず
か
の
者
が
、
も
う
教
祖
百
年
祭
と
い
う
時
期
が
き
た
の
だ
か
ら
、
真
実
に
戻
る
べ
き
で

あ
り
、
実
際
の
歴
史
と
の
違
い
、
み
き
の
正
し
い
伝
記
を
本
部
か
ら
発
表
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
提
案
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
も

う
み
き
の
正
し
い
教
え
を
説
け
と
求
め
る
動
き
が
出
て
き
た
。

そ
れ
で
一
番
の
名
儀
人
に
な
っ
て
、
本
部
に
申
し
入
れ
を
し
て
い
た
私
が
、
真
向
か
ら
「
そ
ん
な
こ
と
は
今
さ
ら
で
き
ん
」
と
い
う
本

部
と
ぶ
.
ノ
ム
∵
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
今
さ
ら
で
き
ん
と
い
う
理
由
は
、
今
発
表
し
た
ら
暴
動
が
起
こ
る
と
言
い
ま
す
。
今
さ
ら
真
実
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を
発
表
し
た
ら
、
今
の
上
層
部
を
許
し
て
お
く
筈
が
な
い
。
だ
か
ら
、
も
う
改
め
な
い
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
皆
が
真
実
に
目
覚
め
た
ら
、
こ

の
教
団
の
維
持
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
、
末
端
の
教
会
長
や
多
く
の
信
者
が
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
、
教
会
の
土
地
か
ら
建
物
ま
で
本
部

と
い
う
よ
り
中
山
家
の
中
山
財
団
に
、
吸
収
合
併
し
て
し
ま
お
う
と
急
速
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
反
省
を
促
し
た
教
会
長

が
、
次
々
と
除
籍
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
現
在
お
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

現
在
の
天
理
教
団
の
教
義
と
教
会
の
現
状
と
い
う
こ
と
で
、
一
応
ま
と
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

※
本
稿
は
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
九
日
現
宗
研
主
催
で
行
っ
た
現
代
宗
教
研
究
セ
ミ
ナ
ー
に
て
講
演
さ
れ
た
も
の
を
筆
録
し
た
も
の
で
す
。


	shoho22-05



