
ア
ッ
ラ
ー
の
本
質
が
慈
悲
で
あ
り
慈
愛
で
あ
る
以
上
は
、
帰
依
者
の
目
標
も
ま
た
、
慈
悲

・
慈
愛

で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。

世
界

の
宗
教

の
う
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
が
愛
で
あ
り
、
仏
教
の
訓
え
が
慈
悲
で
あ
る
な
ら
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
の

本
質
と
符
合
す
る
も
の
で
、
登
る
道
は
異
な

っ
て
も
、
仰
ぐ
山
頂
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
諺
の
通
り
、
各
宗
教
の
提
携

の
必
然
性
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
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朴

時

仁

(バ

ク

・
シ

イ

ン
)

皿
九

二

一
年
生

ま

れ
。

ソ
ウ

ル
大

学
大

学
院

文
学

博
士

号
取

得
。

現
在

、

ソ

ウ
ル
大
学

教

授

。
専

攻

‥
英
文

学
。

〈

主
著

〉

『
ア
ル

タ
イ

文

学

史
研

究
』

(
一
九
七

〇

、
探

求

堂
)
、

『
日
本

神

話
』
(
「
九

七

七
、
探
求

堂
)
、
『古

代

日
本
と

韓
国

文
化
』
(共

著

)

2

九

八

〇
、

日
本

学
生

社
)

な
ど
多

数

。

天
道
教
略
史
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天
道
教
は
韓
国
固
有
の
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
学
と
し
て
始
ま

っ
た
。
東
学
の
東
は
中
国
に
対
し
て
韓
国
を
意
味
し
、
東
学
は

西
学
と
い
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
韓
国
宗
教
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。
東
学
の
開
祖
、
崔
済
愚
は

一
八
二
四
年
、
韓
国
東

南
部
の
慶
州
に
生
ま
れ
た
。
当
時
の
他
の
少
年
ら
と
同
じ
く
、
彼
は
幼
い
と
き
に
漢
文
を
教
わ

っ
た
。
十
三
歳

の
と
き
に
父
を
失

っ

た
彼
は
僧
門
に
入
り
、
国
内
の
各
地
を
巡
り
な
が
ら
、
そ
の
史
上
最
大
の
危
機
を
迎
え
て
い
る
自
分
の
祖
国
の
農
民
の
窮
境
を
目
撃

し
た
。

当
時
は
東
ア
ジ
ア
の
列
国
に
と

っ
て
は
激
動
期
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
開
港
を
求
め
て
攻
め
寄
せ
て
く
る
遠

征
隊
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
き
で
あ

っ
た
。

日
本
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
黒
船
の
要
求
に
屈
し
て
開
港
し
た
徳
川
幕
府
が
、
強
大
な
諸
藩
に
見
切
ら
れ
て
、
数
百
年
間
政
権
を
奪

わ
れ
て
い
た
王
政
が
復
古
し
て
、

一
八
六
八
年
に
天
皇
政
府
が
始
ま

っ
た
。
清
国
は
、

一
八
四
〇
～
四
二
年
の
阿
片
戦
争
で
英
国
に

破
れ
て
香
港
を
割
譲
し
、
西
洋
に
対
し
て
門
戸
を
解
放
し
た
の
で
、
土
着
の
中
国
入
に
軽
視
さ
れ
て
、
明
朝
の
貴
姓
を
名
乗
る
洪
秀

全
が

一
八
五
〇
年
に
広
西
で
乱
を
起
こ
し
た
。
洪
は
、
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
聞

い
て
、
自
分
は
天
に

い
ま
す
神
の
子
で
、

イ
エ
ス
の
弟
だ
と
主
張
し
た
。
彼
の
乱
は
南
中
国
の
諸
州
に
急
速
に
広
が
っ
て
、
洪
秀
全
は
そ
こ
に

一
八
五

一
年
に
太
平
天
国
な
る

も
の
を
樹
立
し
、
農
地
改
革
も
施
行
し
た
。
彼
は

「倒
満
興
漢
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
で
諸
州
を
攻
撃
し
続
け
た
。
こ
の
内
乱
の
最

中

一
八
六
〇
年
に
、
英
軍
と
仏
軍
が
天
津
と
北
京
に
攻
め
入

っ
て
、
清
帝
は
天
津
条
約
を
結
び
、
キ
リ
ス
ト
教

の
布
教
の
自
由
を
許
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し

た

。

朝
鮮
で
崔
済
愚
が
東
学
を
布
教
し
は
じ
め
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
で
あ

っ
た
。
東
学
は
仏
教
、
儒
教
、
道
教
の
経
典
か
ら
の
短

片
的
な
引
用
に
、
人
間
は
天
に
い
ま
す
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
信
条
を
混
入
し
た
も

の
で
、
こ
の
信
条
は
、
当

時
朝
鮮
で
二
万
ほ
ど

の
信
者
を
持

っ
て
い
た
天
主
教
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
す
な
わ
ち
西
学
に
対
し
て
、
自
分
の
新
宗
教
を

東
学
と
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
当
時
朝
鮮
の
政
府
は
天
主
教
を
厳
し
く
迫
害
し
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
人
は
だ
れ

で
も
天
に
い
ま
す
父
の
子
で
、
お
互
い
に
兄
弟
で
あ

・
て
、
地
位
の
上
下
に
か
か
わ
り
な
く
平
等
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
か

ら
・
平

等
な
権
利
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
唱
え
た
。
彼
は
地
方

の
官
史
の
枇
政
諌
求
を
是
正
さ
せ
る
こ
と
を
民
衆
に
訴
え
た
。
そ
し

て
怪
呪
文
を
配
吹

そ
れ
を
焼
い
て
呑
め
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
不
幸
や
病
気
も
な
く
な
吹

平
和
の

う
ち
に
永
久

に
生
き
る
と
言

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
を
蒙
昧
な
民
衆
は
喜
ん
で
信
じ
て
、
天
主
教
の
教
区
の
よ
う
な
集
団
に
組
織
さ
れ
た
。

ソ
ウ
ル
の
政
府
は
、

こ
の

新
宗
教
が
急
速
に
広
ま
る
の
を
憂
い
、
そ
の
創
始
者
で
あ
る
崔
を
逮
捕
し
て
、

一
入
六
四
年
に
死
刑
に
処
し
た
。

こ
の
年
は
、
洪
秀
全
が
清
国
の
南
京
で
敗
戦
し
て
毒
を
仰
い
で
自
殺
し
た
年
で
あ

っ
た
。
洪
の
敗
死
で
太
平
天
国
の
乱

は
終
わ

っ

た
。
し
か
し
こ
の
乱
は
、

一
九

一
一
年
に
至
っ
て
清
国
が
滅
亡
す
る
途
を
も
開
い
た
。

芳

朝
鮮
で
は
、
東
学
の
創
始
者
が
死
刑
に
処
さ
れ
た
後
、
そ
の
信
徒
は
郷
里
か
ら
隠
れ
て
流
民
に
な

・
た
・
キ
リ
ス
ト
教
す
な

わ
ち
西
学
を
混
入
し
た
東
学
の
信
仰
は
、
次
代
の
教
主
、
崔
時
亨
の
布
教
に
よ
り
さ
ら
に
広
ま

っ
た
。
ま
す
ま
す
多

く
の
外
国
船
が

渡
来
し
て
国
々
の
状
況
が
悪
化
し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。

一
八
九
四
年
、
彼
ら
は
国
の
南
西
部
の

一
地
方
官

の
枇
政
を
攻
撃
し
て
東
学

乱
を
起
こ
し
た
。
諸
外
国
船
の
来
侵
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
政
府
は
、
東
学
乱
鎮
圧
の
た
め
に
清
国
に
救
軍
を
求
め
た
。

 時
に
朝
鮮
を
征
服
す
る
機
会
を
待

っ
て
い
た
呆

は
、
要
請
を
受
け
な
か

・
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
軍
隊
を
派
遣
し
て
・
黄
海

と
朝

卯

 

鮮
で
清
日
戦
争
を
始
め
た
。

と
り
は
じ
め
た
。

こ
の
戦
争
に
勝

っ
た
日
本
は
、
朝
鮮
の
軍
隊
を
解
散
さ
せ
て
、
朝
鮮
の
併
合
を
目
指
す
果
敢
な
措
置
を

 

今
や
東
学
の
信
徒
た
ち
は
、
滅
亡
直
前
の
国
運
を
嘆
き
な
が
ら
、
赤
手
空
拳
で
日
本
軍
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
不
可

能
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は

一
八
九
八
年
に
東
学
を
天
道
教
と
改
称
し
た
。
国
を
救
う
の
は
時
既
に
遅
く
、

一
九

一
〇
年
に
は
日

本
に
併
合
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九

一
九
年
に
韓
人
が
全
民
族
的
に
日
本
の
統
治
に
反
対
し
て
独
立
を
要
求
し

て
決
起
し
た
と
き
に
、

天
道
教
の
指
導
者
も
、
儒
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
者
と
と
も
に
韓
民
族
の
代
表
と
し
て
活
動
し
た
。
こ
の
抵
抗
は
、
日
本
の
植
民

地
政
府
に
よ
っ
て
、
容
易
に
し
か
も
残
酷
に
鎮
圧
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
天
道
教
は
く
じ
け
て
、
今
日
に
至
る
ま

で
平
和
的
に
残
存
し

て
い
る
。二

世
界
の
危
機
と
ア
ジ
ア
共
同
体
の
構
想
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一
九
四
五
年
八
月
、
ア
ジ
ア

・
太
平
洋
地
域
で
第
二
次
世
界
大
戦
が
原
子
爆
弾
に
よ
っ
て
終
わ
っ
た
。
あ
の
時
に
広
島
と
長
崎
に

い
た
人
々
を
思
う
と
、
私
ど
も
は
抑
え
難
い
辛
さ
を
覚
え
る
。
彼
ら
の
ご
冥
福
と
人
類
の
平
和

の
た
め
に
祈
り

た
い
と
思
う
。
原
子

爆
弾
の
大
爆
音
は
、
人
類
が
戦
争
す
る
こ
と
は
今
後
は
絶
対
に
許
さ
な
い
と
い
う
神

の
宣
言
で
あ

っ
た
。

し
か
し
そ
の
時
か
ら
わ
ず
か
五
年
後
、
新
し
い
戦
争
が
韓
国
で
始
ま

っ
た
。
北
か
ら
共
産
軍
が
侵
略
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
自
由

世
界
の
十
力
国
が
出
し
た
救
援
軍
が
、
国
連
軍
と
し
て
共
産
軍
と
戦

っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
第
三
次
世
界
大
戦
で
あ

っ
た
。
戦
地

が
韓
半
島
に
限
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
戦
争
中
、
韓
国
人
は
天
地
の
神
々
に
祈
っ
た
。

男



「
天
地
の
神
々
様
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
な
た
を
祖
先
と
し
て
崇
め
て
い
ま
す
。
こ
の
信
仰
に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
兄
弟
で
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
兄
弟
ら
し
く
行
動
し
て
い
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
が
兄
弟
ら
し

く
行
動
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
な
戦
争
が
地
上
に
起
こ
る
は
ず
が
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
神
様
、
こ
の
戦
争
を
早

く
や
め
さ
せ
て
く
だ

さ
い
」
と
。

し
か
し
、
韓
国
の

一
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
は
、
こ
れ
と
は
違
う
お
祈

り
を
捧
げ
た
。
そ
れ
は
文
鮮
明
師
で
あ

っ
た
・
師
は
戦
争
を

終
わ
ら
せ
る
全
責
任
を
神
に
負
わ
せ
る
代
わ
り
に
、
次
の
よ
う
な
祈
り
を
捧
げ
ら
れ
た
。
「天
に
い
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
、
あ
な
た

の
愛
す
る
子
た
ち
で
あ
る
人
類
が
、
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
以
来
、
い
つ
も
殺
し
合

っ
て
い
る
地
上
を
見
下
ろ
し
て
お
ら
れ
る
あ
な
た
の

み
心
は
、
悲
し
み
で
破
れ
そ
う
で
あ
ら
れ
る
こ
と
を
私
は
分
か
っ
て
い
ま
す
。
お
父
様
、
私
に
力
を
貸
し
て

く
だ
さ
い
。
こ
の
国
と

外
の
国
々
に
い
る
私
の
す
べ
て
の
兄
弟
が
、
あ
な
た
の
愛
す
る
み
子
と
し
て
、
お
互
い
に
己
を
捨
て
て
愛
し
△
呈

る
よ
う
に
導

く
力

を
私
に
貸
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
仕
事
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
世
界
は
平
和
に
な

り
、
財
産
が
あ
る
人
と
な
い
人
と

の

闘
争
も
な
く
な
り
、
人
間
を
そ
そ
の
か
し
て
戦
争
を
さ
せ
る
共
肇

義
も
な
く
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
・
神
様
・
あ
な
た
の
愛
す

る
み
子
た
ち
が
、
全
員
あ
な
た
の
あ
ふ
れ
る
愛
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
よ

う
に
導
く
力
を
私
に
与
え
て
く
だ
さ
い
」
と
。

そ
し
て
文
鮮
明
師
は
、

一
九
五
四
年
、
韓
国
で
休
戦
協
定
が
調
印
さ
れ
た
翌
年
、
正
式
に
統

一
教
会
を
創
立
し
、
地
上
に
兄
弟
愛

と
平
和
の
新
時
代
を
打
ち
た
て
る
た
め
に
十
字
軍
運
動
を
始
め
ら
れ
た
。
ア
ジ
ア
共
同
体
の
企
画
は
、

こ
の
平
和
の
十
字
軍
運
動

の

一
環
で
あ
る
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
統

一
教
会
が
樹
立
し
た
国
際
宗
教
財
団
は
、

一
九
八
五
年
の
十

一
月
、
米
国
の
ニ
ュ

ー
ジ
ャ
ジ
ー
に
お
い
て

世
界
宗
嚢

会
を
主
催
し
た
。
そ
の
議
会
に
参
席
し
た
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
代
表
者
た
ち
は
、
地
上
に
兄
弟
愛

と
平
和
を
増
進

さ
せ
る
た
め
に

雇

熱
烈
に
協
力
す
邑

・
の
決
議
を
満
場

薮

で
採
択
す
る
こ
と
に
よ

・
て
、
あ
ら
ゆ

る
宗
教

の
目
標
が

;

で
あ

 

る

こ
と

を

確

認

し

た

。

 

三

最
近
の
国
際
動
向

 

セッション皿 天道教部門

今
日
の
世
界
は
、
対
抗
す
る
二
つ
の
部
分
、
す
な
わ
ち
自
由
世
界
と
共
産
世
界
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
各
部
分
は
、
地
球
上

の
あ
ら
ゆ
る
生
物
を
瞬
間
的
に
全
滅
さ
せ
る
に
十
分
な
核
兵
器
を
保
有
し
て
、
極
め
て
不
安
定
な
デ
タ
ン
ト
を

か
ろ
う
じ
て
保

っ
て

い
る
。
こ
の
状
況
を
し
ば
ら
く
考
察
し
て
み
よ
う
。

自
由
世
界
に
属
す
る
諸
国
に
お
い
て
は
、
各
自
が
私
有
財
産
を
持
ち
、
自
分
が
選
択
し
た
職
業
に
従
事
し
て
、
自
分
の
能
力
の
限

り
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
下
で
は
、
各
人
各
国
が
速
く
富
を
蓄
え
よ
う
と
す
る
利
己
心
に
従

っ
て
活

動
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
富
め
る
者
は
ま
す
ま
す
富
み
、
貧
し
い
者
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
傾
向
が
あ
り

、
階
級
間
の
分
離
が

甚
だ
し
く
な
っ
て
い
く
。

従

っ
て
、
貧
民
大
衆
が
共
産
側
の
秘
密
工
作
や
宣
伝
に
耳
を
傾
け
て
、
し
ば
し
ば
社
会
的
不
安
や
反
乱
を
起

こ
す
と
、
急
進
的
政

党
や
将
軍
ら
は
、
こ
れ
を
利
用
し
て
革
命
や
ク
ー
デ
タ
ー
を
行

っ
て
共
産
政
権
を
立
て
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
第

二
次
大
戦
の
終

戦
以
来
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
自
由
国
家
が
共
産
化
し
た
。
従

っ
て
、
ソ
連
や
共
産
中
国
と
接
境
し
て
い
る
ア
ジ
ア
の
自
由
諸
国
は
、

緊
密
に
相
互
協
力
を
行

っ
て
、
国
内
の
共
産
勢
力
を
抑
制
し
自
由
制
度
を
保
護
す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
共
同

体
の
樹
立
が
文
鮮
明
師
と
統

一
思
想
研
究
院
に
よ
っ
て
提
議
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
を
直
接
的
な
目
的
と
し

て
い
る
。
私
は
こ
こ

に
集
ま

っ
て
お
ら
れ
る
名
士
同
僚
と
と
も
に
そ
れ
を
歓
迎
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
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他
方
、
共
産
陣
営
の
状
況
を
見
る
と
、
そ
れ
に
属
す
る
国
々
で
は
、
す
べ
て
の
財
産
が
国
有
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
共
産
党
が

人
民
政
府
の
名
の
下
で
国
内
唯

一
の
企
業
主
に
な

っ
て
管
理
し
な
が
ら
、
人
民
に
職
務
を
配
当
し
て
、
利
潤
を

平
等
に
分
配
す
る
と

約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
約
束
を
守
る
共
産
政
権
は

一
つ
も
な
い
。

共
産
陣
営
の

一
般
人
民
は
、
力
以
上
の
強
制
労
働
に
対
し
て
飢
餓
賃
金
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
共
産
主
義
は
最
も
集
中

的
で
悪
性

の
資
本

王
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
共
産
陣
営
の
諸
国
は
、
鉄
の
カ
ー
テ
ン
、
竹
の
カ
ー
テ
ン
等
で

閉
ざ
さ
れ
て
い
る

「
動
物
農
場
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
い
る
人
民
の
夢
は
、
自
由
世
界
に
脱
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
夢
が
果
た
せ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
。
く
じ
け
た
人
民
大
衆
は
、
強
制
労
働
を
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
全
く
喪
失
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
広
大
な
平
原
耕
作
地
を
持

っ
て
い
る
ソ
連
も
共
産
中
国
も
、
食
糧
生
産
の
継
続
的
不
足
に
悩
ん
で
い
る
。
従

っ
て
、
十
億

以
上
の
人
口
を
抱
え
て
い
る
共
産
中
国
は
、
人
民
が
私
有
財
産
を
持

っ
て
利
潤
を
稼
ぐ
こ
と
を
許
し
て
、
今
や
経
済
的
発
展
を
し
は

じ
め
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
中
国
と
世
界
最
長
の
国
境
を
持

っ
て
接
し
て
お
り
、
中
国
か
ら
奪
っ
た
広
大
な
地
域
を
返
還
せ

よ
と

い
う
要
求
を
受
け
て
い
る
ソ
連
も
、
後
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
人
民
が
私
有
財
産
を
所
有
し
て
資
本
主

義
的
に
な
る
の
を
既
に
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
世
界
の
両
陣
営
の
制
度
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
り
、
他
方
の
制
度
に
移
り
変
わ
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
動
向
は
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
が
E
C
や
A
U
L
A
の
よ
う
な
形
の
ア
ジ
ア
共
同
体
を
形
成
し
て
、
協
力
し
て
そ
の
加
入
諸
国
内
に

お
け
る
共
産
勢
力
を
根
絶
さ
せ
、
自
由
制
度
を
守
り
続
け
る
な
ら
ば
、
最
後
に
は
共
産
主
義
の
終
焉
を
期
待
で
き
る
と

い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
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ア
ジ
ア
は
多
く
の
大
宗
教
の
出
生
地
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、
儒
教
、
道
教
、
韓
国
の

天
道
教
、
そ
し
て
日
本
の
神
道
も
含
め
た
東
西
の
祖
先
崇
拝
信
仰
等
は
、
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

諸
宗
教
が
等
し
く
教
え
て
い
る
こ
と
は
、
天
に
い
ま
す
父
を
敬
い
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
兄
弟
と
し
て
愛
し
、
利
己
心
を
捨
て
よ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
共
通
な
こ
の
教
え
を
信
ず
る
用
意
を
だ
れ
で
も
が
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
道
教
と
太
平

天
国
教
の
急
速
な
波
及
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

二
宗
教
の
信
徒
は
、
自
分
た
ち
の
国
が
未
曽
有
の
危
機
に
処
し
て
い
た
と
き
に
、
革
命
を
試
み
て
失
敗
し
、
中
国
で
は
清
帝
国
の
滅

亡
、
朝
鮮
で
は
植
民
地
化
の
途
を
開
く
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
先
例
は
、
私
ど
も
が
ア
ジ
ア
共
同
体
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た

っ

て
、
非
常
に
貴
重
な
教
訓
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
共
同
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
な
が
ら
、
宗
教
上
の
主
張
や
階
級
の
利
害
等
に
よ
っ

て
、
社
会
の
安
定
を
破
壊
す
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
述
の
二
宗
教
は
、
官
権
の
乱
用
に
よ

っ
て
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
民
衆
を
解
放
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
今
日

の
解
放
神
学
に
似
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
宗
教
は
、
無
神
論
に
由
来
す
る
悲
劇
、
す
な
わ
ち
罪
か
ら
人
間
を
救
う
と

い
う
真
の
諸
宗
教

の
共
同
目
的
と
は
全
然
無
関
係
な
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

次
に
イ

エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

「だ
か
ら
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
た
は
自
分
の
罪
の
う
ち
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
言

っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
わ
た
し
が
そ
う

い
う
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者
で
あ
る
こ
と
を
あ
な
た
が
た
が
信
じ
な
け
れ
ば
、
罪
の
う
ち
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」

(ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音

書
八
/
二
四
)

「す
べ
て
罪
を
犯
す
者
は
罪
の
奴
隷
で
あ
る
」
(
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
八
/
三
四
)

こ
れ
ら
を
見
て
も
、
真
の
解
放
は
罪
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
を

ロ
ー
マ
人
の
圧
制
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
来
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
が
求
め
た
も
の
は
政
治

的
解
放
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
は
罪
人
を
罪
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
来
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
利
己
心
が
犯
す
罪
か
ら
人
間
の
魂
を
解

放
す
る
た
め
に
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
世
界
の
共
産
陣
営
は
団
結
し
て
い
る
が
、
自
由
陣
営
は
団
結
し
な
い
で
、
各
国
各
人

は
己
の
利
己
心
に
動
か
さ
れ
て
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
不
協
和
と
葛
藤
を
し
き
り
に
惹
起
し
て
い
る
。
こ

の
よ

う
な
状
況
に
結

末
を
つ
け
て
、
今
日
提
案
さ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
共
同
体
を
大
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
加
入
す
る
各
国
が
、
諸
宗
教
の
共
同
の
教
え
を

遵
守
し
、
利
己
主
義
を
捨
て
、
神
を
敬

い
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
兄
弟
愛
を
実
行
す
る
こ
と
が
絶
対
必
要

で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
多
く
の
自
由
国
家
の
安
定
を
脅
か
し
て
い
る
解
放
神
学
に
つ
い
て

一
言
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
聖
書
は
、
人

は
皆
兄
弟
で
あ
り
、
富
め
る
者
は
貧
し
い
者
に
分
け
て
与
え
よ
と
い
っ
て
い
る
。
富
め
る
者
の
持

っ
て
い
る
物

を
だ
れ
か
が
奪

っ
て
、

そ
れ
を
貧
し
い
者
に
与
え
よ
と
は
い

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
試
み
て
い
る
解
放
神
学
は
、
聖
書

の
教
え
に
も
、

あ
ら
ゆ
る
宗
教

の
共
通
の
教
え
に
も
反
抗
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
少
し
の
疑

い
も
な

い
。
今
日
、
解
放
神
学
が
ア
ジ
ア
や

そ
の
他
の
地
域
で
起
こ
し
て
い
る
大
さ
わ
ぎ
は
、
闘
争
と
共
産
主
義
の
拡
大
に
役
立

つ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
も
の
が
ア
ジ
ア

共
同
体
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ア
ジ
ア
共
同
体
の
理
念
は
、
何
よ
り
も
勝
共
運
動
を
根

幹
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
論
文
は
、
か
っ
て
ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
予
備
的
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
と
き
の
論
評
の
中

で
、
二
つ
の
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

一
は
、
天
道
教
を
生
み
出
し
た
韓
国
の
宗
教
的
伝
統
に

つ
い
て
論
及
さ
れ
て

お
ら
ず
、
ま
た
天
道
教

の
教
理
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
論
評
を
誠
に
あ
り
が
た
く
受
け
入
れ
て
、
こ
こ
で
少
し
だ
け
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
論
文

の

コ

天
道
教
略
史
」
を
ご
覧
に
な
る
と
、
天
道
教
は
仏
教
、
儒
教
、
道
教
か
ら
採
用
し
た
も

の
で
あ
る
と
な

っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
天
道
教
は
こ
れ
ら
の
偉
大
な
宗
教
に
由
来
す
る
教
え
を
含
む
立
派
な
宗
教
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

仏
教
の
無
限
慈
悲
、
儒
教

の
孝
悌
を
本
と
し
た
仁
義
、
道
教
の
私
邪
を
完
全
に
捨
て
た
自
然
と
無

の
境
地
、
こ

の
よ
う
な
内
容
が
皆

天
道
教

の
中
に
は
あ
り
ま
す
。
従

っ
て
天
道
教
は
今
日
の
韓
国
で
は
大
き
な
宗
教
に
な
っ
て
い
ま
す
。

人
即
天
、
同
帰

一
体
、
諸
悪
莫
作
、
諸
善
奉
行
、
地
上
天
国
、
と
い
う
よ
う
な
天
道
教
の
教
え
は
、
誠
に
良

い
宗
教
で
あ
る
こ
と

の
表
れ
で
あ
り
ま
す
。

同
じ
く

「
一

天
道
教
略
史
」
に
、
天
道
教
は
人
間
は
だ
れ
も
神

の
子
で
あ
る
と

い
う
信
条
を
韓
国
固
有

の
祖
先
崇
拝
か
ら
伝
承

し
た
と
書

い
て
お
き
ま
し
た
。

韓
国
人
の
こ
の
よ
う
な
信
条
は
、
紀
元
前
二
十
四
世
紀
か
ら
伝
来
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
韓
国
の
歴
史
に
よ
り
ま
す
と
、

韓
国
民
族
の
最
高

の
祖
先
は
天
に
い
ま
す
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
従

っ
て
韓
国
人
は
、
自
分
た
ち
は
神
の
子
で
あ
り
、
あ
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ら
ゆ
る
人
間
は
兄
弟
で
あ
る
と
好
ん
で
信
じ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
わ
け
で
天
道
教
の
開
創
者
は
・
イ
エ
ス

゜
キ
リ
ス
ト
は
神
の

子
で
あ
る
と
い
う
杢

教

の
教

え
を
す
ぐ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
・
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
兄
弟
で
あ
り
・
神

の
子

で
あ
る
と
文
鮮
明
先
生
が
い
つ
も
言
わ
れ
る
の
に
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
考

え
ら
れ

ま
す
・

こ
の
論
文
に
対
す
る
も
、つ
;

の
論
評
は
、
二
つ
の
祈
り
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の

出
斐

献
を
提
示
し
て
い
な
い
と
い
う
も

の
で
あ

り

ま

し

た

。

私
の
韓
国
動
乱
の
と
き
に
、
韓
国
人
が
浮

た
す
べ
て
の
祈
り
を
聞
い
た
人
は
い
な
い
わ
け
で
す
・
し
か
し
・

私
が
引
用
し
た
の

と
同
じ
内
容
の
祈
り
を
捧
げ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
・」
と
は
、
琴

余
地
の
な
い
・
と
で
す
・
第
二
の
祈
り
に

つ
い
て
は
・
私
は
次
の

よ
、つ
に
は
。
き
り
示
す
、」
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
文
先
生
の
多
ぐ
の
演
説
を
直
接
聞

き
、
ま
た
書
物
で
も
読
み
ま
し
た
・
こ
の
世
の

中
で
続
い
て
い
る
警

き
れ
な
い
戦
争
を
大
昔
か
ら
見
下
ろ
し
て
お
ら
れ

る
神
の
限
り
な
い
悲
し
み
と
・
人
間
が
罪
悪
を
や
め
る
の

を
待

っ
て
お
ら
れ
る
神

の
永
年
の
願
い
を
ζ

つ
し
た
ら
よ
い
の
か

と
、
文
先
生
は
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
玄

神

の
こ
の
考

な
願

い
に
対
し
て
、
兄
弟
愛
と
神
中
心
の
生
活
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
文
先
生
の
お
招

き
に
対
し
て
・
イ

で
篁

よ
う
と
す
る
人

は
だ
れ
も
い
な
い
は
ず
だ
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
ノ
ゐ

篁

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思

っ
て
待

っ
て
い
ま
す

が

、
だ

れ
も

い
ら

っ
し

ゃ
ら

な

い
よ
う

で
す

。

論
文
に
三

の
・
イ
ブ
の
祈
り
を
対
照
さ
せ
て
載
せ
た
理
由
は
、
神
に
対
す
る
二
つ
の
対
照
的

な
姿
勢
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
ま

 す
。

 

神
を
父
と
呼
ぶ
無
数
の
人
々
の
中
で
、
絶
対
多
数
の
人
々
は
、
何
事
に
つ
け
て
も
神
の
救

い
と
助
け
を
求
め
三

ま
す
・
し
か
し

彼
ら
は
、
父
な
る
神
を
助
け
て
あ
げ
よ
う
と
は
菱

て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
事
実
は
、
彼
ら
が
神
に
対
し

て
良
い
子
で
は
な
い
こ
と
・
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偽
善
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
神
に
対
す
る
二
番
目
の
タ
イ
プ
の
姿
勢
、
す
な
わ
ち
文
先
生
の
お
祈
り
が
示
し
て
い
る
よ

う
な
姿
勢
は
、
神
を
本
当
に
自
分
の
父
と
し
て
敬

い
、
人
類
を
自
分
の
兄
弟
と
し
て
愛
す
る
と

い
う
心
情
と
熱
誠

の
表
れ
で
あ
り
ま

す
。世

界
の
す
べ
て
の
大
宗
教
と
韓
国

の
天
道
教

の
教
え
は
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
だ
け
が
神
に
対
す
る
正
し
い
姿
勢
で
あ
り
、
か

つ
真

の
悟
り
で
あ
り
、
天
の
平
和
を
地
上
に
も
た
ら
し
得
る
道
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
だ
れ
で
も
が
こ
の
正
し

い
道
を
歩
き
は
じ
め

る
と
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が

一
つ
に
な
っ
て
協
力
し
合
い
、
人
間
の
心

の
中
と
世

の
中
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
壁
を

壊
す
よ
う
に
な
る
の

で
あ
り
ま
す
。そ
の
よ
う
に
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
平
和
な
ア
ジ
ア
共
同
体
の
建
設
を
力
強
く
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。

セッション皿 天道教部門

註
聖
書
の
日
本
語
版
か
ら
の
引
用
文
の
中
の
傍
線
部
分
1

「も
し
わ
た
し
が
そ
う
い
う
者
で
あ
る
こ
と
を
」

は
th
at
I
am
　h
e
の

 曖
昧
な
誤
訳
で
あ
る
。
こ
の
場
合

の
冨

(そ
の
人
)
は

oりo
ロ
o{
O
o
g
O
耳
鷲

(神
の
子
、
キ
リ
ス
ト
)
の
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
語

版
で
は
こ
の
部
分
を

「朔
井

ユ
01
叫
と
」憂
音

(わ
た
し
が
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
)
」、
中
国
語
版
で
は
、
「我
是
基
督
」
と
い
っ
て
正

し
い
。
聖
書
の
各
国
語
版
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
誤
訳
が
あ
る
の
で
、
相
互
対
照
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
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