
を
是
認
す
る
大
綜
教
の
思
想
は
、
世
界
観
の
差
異
か
ら
く
る
宗
教
間
の
紛
争
を
調
整
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
宗
教
統

一
の
可

能
性
を
提
示
し
て
い
る
。

結
論
と
し
て
、
大
綜
教
は
韓
国

の
民
族
宗
教
で
あ
る
が
、
そ
の
教
理
の
総
合
性
か
ら
見
て
、
世
界
宗
教
の
樹
立
を
目
指
す
宗

教
統

一
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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西
山
輝
夫

 

[
九
二
六
年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
文
学
部
、
哲
学
科
卒
業
。
天

理
教
道
友
社
に
入
社
し
、
編
集
委
員
を
務
め
、
天
理
教
校
、
天

理
医
学
技
術
学
校
等
の
講
師
を
兼
任
。
現
在

(
ソ
ウ
ル
)
国
際

大
学
客
員
教
授
。
専
攻
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
及
び
天
理
教
学
。

主
な
著
書

『
天
理
教
と
は
』

(上

・
下
巻
)

『ひ
な
が
た
を
身
近

に
』
他
。

い

|
p

は
じ
め
に

 

セッションIX　天理教部門

天
理
教

の
立
教
は

一
八
三
八
年
で
あ
り
、
正
式
に
教
会
と
い
う
組
織
が
で
き
た
の
は

一
八
八
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
天
理
教
と

い
う
新
し
い
宗
教
が
、
日
本
と

い
う
国
に
生
ま
れ
て
か
ら
約

一
五
〇
年
の
歴
史
と
経
験
が
あ
り
、
そ
の
う

ち
、
教
団
と
い
う
身
体
に
相
当
す
る
組
織
が
活
動
を
開
始
し
て
か
ら
は
約
百
年
と
い
う
年
月
が
経
過
し
て

い
る
。
こ
れ
を
世
界

宗
教
と
言
わ
れ
る
も
の
と
比
べ
る
と
、
十
分
の

一
以
下
の
経
験
と
実
績
し
か
持

っ
て
い
な
い
と

い
う
段
階

に
あ
る
。

単
に
時
間
的
な
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
空
間
的
に
も
こ
れ
は
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
天
理
教
は
現
在

の
と
こ
ろ
、
「点

と
線
の
宗
教
」
で
あ

っ
て
、
「
面
の
宗
教
」
と
い
う
域
に
は
到
達
し
て
い
な
い
。
共
同
体
と
い
う
の
は
、
「
面
の
宗
教
」
が
長
い

時
間
を
か
け
て
つ
く
り
出
す
も
の
と
す
れ
ば
、
天
理
教
は
共
同
体
と
関
連
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
提
言
を
す
る
に
は
、

経
験
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
立
教
当
初
か
ら
課
せ
ら
れ
た
使
命
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
現
状
が
ど
う
で
あ
れ
、
共
同
体
の
理
念
と
無
関
係
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
天
理
教
立
教
の
趣
旨
を
振
り
返
り
、
つ
い
で
教
理
の
根
本
に
ふ
れ
、
そ
こ
か
ら
未
来
に
対
す
る
基

本
姿
勢
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

教
祖
中
山
み
き
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天
理
教

の
教
祖
は
中
山
み
き
と
い
う
が
、
後

の
天
啓
書
に
・
れ
ば
、
「ほ
ん
何
で

も
な
い
百
姓
屋
の
女

天

三

い
わ
れ
て

い
、
、
う
に
、
ど
。
に
も

い
る
平
凡
な
農
家
の
主
婦
で
あ

っ
た
。
時
代
は
江
戸
時

代

の
末
期
で
・
蓬

的
な
色
彩
の
濃
厚
な
頃

で
あ
る
.
所
は
当
時
の
大
和
国

(太示
良
県
)
北
部
の
小
さ

い
農
村
で
、
政
治

経

済
の

忠

か
ら
は
ず
れ
た
・
い
わ
ば
眠

っ
た

、
、つ
な
地
帯
で
あ

っ
た
。
ま
た
百
姓
と
い
え
ば
、
国
民
の
八
禦

そ
れ
で

あ
り
、
働
い
て
領

王
に
税
金
を
収
め
る
霧

だ
け
が

強
制
さ
れ
た
階
層
で
、
世
の
中
や
人
を
指
導
し
た
吹

教
育
す
る
立
場
に
は
お
か
れ

て
い
な
か

・
た
・
こ
う
い
う
情
況
か
ら
す

る
と
、
中
山
み
き
と
い
う
中
年

の
主
婦
が
、
天
理
教
と
い
う
新
し
い
宗
教

を
始
め
る
条
件
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
ま

す
。し

か
し
そ
れ
は
人
間
の
目
か
ら
見
た
話
で
あ

っ
て
、
神
の
働

き
の
世
界
は
ま
た
別
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
・
そ
し
て
妻

天
理
教
は
、
後
に
教
祖
と
な

っ
た
中
山
み
き
と
い
う
女
性
が
、
宗
教
的
な
修
行
を
重
ね

た
唆

大
い
に
勉
強
し
て
創
設
し
た
の

で
は
な
く

人
間
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
ま
、」と
に
突
然
に
し
て
不
可
解
な
天
啓
現
象

に
・

・
て
始
め
ら
れ
た
タ
イ
プ
の
宗
教
で

あ

る

。

詳
し
い
事
情
は
省
略
す
る
、・
と
と
し
て
、

天

三
八
年
愁

神
の
啓
示
に
・
唆

中
山

み
き
は

「神
の
や
し
ろ
」
に
定
ま

っ

た

。

「
神

の

や

し

ろ
」

と

い
う

の
は

、

お

ふ

で

さ
き

と

い
う

教

理
書

に

よ

る
と

・

「
口
は
人
間
心
召

や
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

身
体
は
通
常
の
人
間

と
異
な
る
と
・
ろ
は

;

も
な
い
が
・
心
は
こ

の
世

.
人
間
を
創
造
し
た
神
の
心
と
亘

で
あ
る
と
い
豊

場
の
人
の

・・
と
を
誓

そ
し
て
神

の
心
と

い
う

の
は
・
孟

で

あ
る
世
界
中
の
人
間
を
助
け
た
い

一
条
の
心
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
.

・
の

「神
の
や
し
ろ
」
に
定
ま

三

中
山
み
き
を
教

祖

と

い

い
、

天
理

教

信

者

は
.
「
お

や

さ

ま

」

と

呼

ぶ

な

ら

わ

し

に
な

っ
て

い

る
。
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三

天
理
教
の
信
仰
と
思
想

 

(1
)

世
界

一
列

の
救

い

 

最
初
の
啓
示
は

「我
は
元
の
神

・
実
の
神
で
あ
る
。
こ
の
た
び
、
世
界

一
列
を
助
け
る
た
め
に
天
降
っ
た
」
と
あ

っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
「
世
界

一
列
」
と
い
う

の
は
、
世
界
中

の
人
間
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
天
理
教
は
日
本
と

い
う
国
に
興

っ
た

新
宗
教
で
あ
る
が
、
こ
の
啓
示
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
の
発
端
か
ら
、
全
人
類
の
救
済
を
目
的
と
し
て
始
め
ら
れ
た
宗
教
で
あ

り
、
狭

い
日
本
人
の
み
の
宗
教
に
終
わ

っ
た
ら
、
そ
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

コ

列
」
と
い
う

の
は
興
味
深
い
表
現
で
あ
る
。
人
間
は
上
下
に

一
列
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
肩
車

の
上
に

一
人
乗
り
、

そ
の
上
に
ま
た
乗
る
と
い
う
の
で
は
、
サ
ー
カ
ス
の
名
人
で
も
、
せ
い
ぜ
い
三
人
か
四
人
と
い
う
の
が
限
度

で
、
そ
も
そ
も
安

定
を
欠
い
て
い
る
。
同
じ
平
面
に
秩
序
を
も

っ
て
並
ん
で
初
め
て
、
安
定
し
た

一
列
の
姿
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

平
面
に
お
け
る

一
列
で
も
、
タ
テ
の

一
列
と
ヨ
コ
の

一
列
が
あ
る
。
タ
テ
の

一
列
は
優
先
順
と
か
能
力
に
よ
っ
て
で
き
て
く

る
順
位
で
、
タ
ク
シ
ー
を
待

つ
行
列
と
か
、
学
校
の
成
績
の
ラ
ン
キ
ン
グ
等
に
典
型
的
に
現
れ
る
。
早
い
者
勝
ち
、
強
い
者
勝

ち
で
、
自
由
の
原
理
が
こ
こ
に
働

い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
ヨ
コ

一
列
と

い
う
の
は
、
順
序
に
関
係
が
な
く
、
平
等

の
原
理
を

現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
天
理
教
の

一
列
と

い
う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ヨ
コ

一
列
の
傾
向
が
強
く
う
か
が
わ
れ
る
。

言
葉
を
換
え
る
と
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
確
立
が
、
救
済
実
現
の
不
可
欠
の
要
素
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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(2
)
陽
気

ぐ
ら

し

 

①

現
世
肯
定
の
精
神

226

で
は

「
た
す
け
る
」
と
は
ど
う
い
う
、」
と
か
。
別
の
言
葉
で
は

「陽
気
ぐ
ら
し
」
と
整

ら
れ
三

る
二

陽
気
ぐ
ら
し
L

と

は
、

世

間

一
般

で

い
・つ
幸

福

と

重

な

る

部

分

が

か

な

り

あ

る
が

、

「
陽
気

ぐ

ら

し
」

イ

コ
|

ル
幸

福

と

い
う

の

で
は

な

い
・

幸
福
と
い
う

の
は
世
俗
的
、
物
質
的
、
自
己
忠

的
な
匂

い
が
つ
き
ま
と
う
が
、
蕩

気
ぐ
ら
し
L

と

い
う
の
は
精
神
の
崖

す
な
わ
ち

マ
心
が
澄
む
L
と
い
・つ
条
件
に
応
じ
て
現
れ
て
く
る
好
ま
し
い
状
態
を
意
味
す
る

も
の
の
よ
う
で
・
い
わ
ば
善
と
幸

福
の

一
致
と
い
。
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
信
仰
者
の
目
指
す

べ
き
も
の
は
・
ま
ず
善
で
あ
る

と
い
、つ
こ
と
に
な
る
・

「心
を
澄
ま
す
」
方
法
と
い
。
て
戦

座
禅
を
く
む
と
か
、
静
か
な
環
境
で
瞑
想
を
し
た

り
お
祈
り
を
す
る
・
あ
る
い
は
厳

し
い
修
行
を
し
た
吹

戒
律
を
守
る
と
い
う
筋
道
は
重
し
と
さ
れ
な
い
。

日
常
生
活
の
中
で
の
活
動
が
大
切
で
・
そ
れ
は

天

を
た
す
け
て
我
が
身
た
す
か
る
L
と

い
う
贅

に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
神

の
心
が
人
間

を
助
け
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と

し
た
ら
、
自
分
も
お
手
伝
い
を
す
る
べ
く

何
に
よ
ら
ず
人
を
助
咳

人
を
喜
ば
す
・
と
を
モ
・
ト
ー
と
し
て
生
き
て
ゆ
く
・

そ
の
結
果

お
の
ず
と
自
分
の
身

の
幸
福
も
量

ら
れ
て
ゆ
く
。
人
を
助
け
る
と
い

う
善
の
基
礎

の
上
に
樹
立
さ
れ
た
幸
福
が

「
陽
気

ぐ

ら

し
」

と

い
う

に

ふ

さ

わ

し

い
内

容

の
も

の

で
あ

る
と

さ

れ

る
よ

う

で
あ

る

。

と

い

っ
て
、

天

理
教

は

特

に
倫

理

的

宗

教

と

い
う

の

で

は
な

い
。

モ

・

ル

(9
0
「
巴
)

よ

り

む

し

ろ

モ

ラ

ー

ル

(ζ
゜
r
a
le
)

を
重
視
す
る
よ
、つ
で
あ
る
。
正
し
く
生
き
る
と
い
う
・
と
も
大
切
で
あ
る
が
、
そ
の
裏

に
入
れ
ば
・
自
分

天

を
誇
る
と
か
・

 反
対
に
人
を
心
で
責
め
る
と
い
・つ
冷
た
さ
が
や
や
も
す
る
と
出
て

く
る
。
警

者
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
・

天
理
教
で
は
そ
れ
よ

 

り
も
、
喜
ん
で
生
き
る
、
勇
ん
で
生
き
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
。
こ
の
勇
ん
だ
状
態
は
、
神
の
心
を
よ
く
理
解
し
、
そ
の
教
え

に
添

っ
て
生
き
る
こ
と
に
最
高
の
意
義
を
認
め
る
か
ら
で
き
る
こ
と
で
、
当
然
正
し
い
と

い
う
こ
と
と
結
び
付

い
て
い
る
。

「陽
気
ぐ
ら
し
」
は
、
人
間
と
し
て
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
と

い
う
喜
び
を
十
分
に
味
わ
う
こ
と
で
も
あ
る
。

せ

っ
か
く
生
ま
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
少
し
も
よ
く
な
か

っ
た
と
い
う
失
望
、
悲
観
、
絶
望
と
は
別
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
喜
び
は
死
後
の
世
界
に
お
い
て
味
わ
え
る
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
現
世
お
い
て
、
こ
の
地
球
と

い
う
舞
台
で
、
心
次
第

に
よ
っ
て
だ
れ
で
も
味
わ
え
る
境
地
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
の
人
間
創
造
の
目
的
は

「
陽
気
ぐ

ら
し
」
で
あ
り
、
こ

う
い
う
先
天
的
約
束
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
る
入
間
世
界
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「陽
気
ぐ
ら
し
」
の
境
地
は
必
ず
実
現
す
る
は

ず
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
か
な
る
力
を
も

っ
て
し
て
も
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
、
た
く

ま
し
い
現
世
肯
定
の

精
神
が
天
理
教
に
は
流
れ
て
い
る
。

セ ッション1X天 理教部門

②

元
の
因
縁

 

私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
原
罪
の
思
想
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
陽
気
ぐ
ら
し
で
き
な
い
と
い
う

人
類
共
通
の
先
天
的
悪
因
縁
と
い
え
る
か
と
思
う
。
そ
れ
に
対
し
、
天
理
教
で
い
う
、
神
は
陽
気
ぐ
ら
し
を
目
的
と
し
て
人
間

を
創
造
さ
れ
た
と

い
う
思
想
は
、
そ
の
素
質
を
順
調
に
伸
ば
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
陽
気
ぐ
ら
し
で
き
る
と

い
う
人
類
共
通
の
先

天
的
善
因
縁
な
る
も
の
を
、
人
間
は
本
来
持

っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
天
理
教

で
は

「元
の
因
縁
」

と
い
い
、
こ
れ
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
喜
び
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
ま
り
に
楽
観
に
過
ぎ
る
、
深
刻
な
人
間
洞
察
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
批
判
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
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こ
で
弁
明
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
・
・つ
に
天
理
教
は
、
根
本
的
に
は
楽
観
的
で

あ
る
が
・
そ
れ
は
あ
く
ま
で
神
の
人
間
創

造
の
目
的
を
、
何
よ
り
重
く
受
け
と

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
を
徹
底
的
に
信
じ
た

と
き
・
陽
気
ぐ
ら
し
に
対
す
る
希
望
と

確
信
が
生
ま
れ
る
、
行
動
力
も
出
て
く
る
。
し
か
し
神
を
見
菱

ば
、
同
時
に
陽
気
ぐ
ら
し
に
対
す

る
希
望
も
薄
れ
て
ゆ
く
と

い
う
構
造
に
あ
る
と
思
う
。

神
な
き
社
△至

義
者
の
信
奉
し
て
い
る
の
が
唯
物
史
観
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
理
教
は
陽
気
ぐ

ら
し
史
観
の
信
奉
者
で
あ
る
・

す
な
わ
ち
人
類
は
創
造
以
来
ひ
た
す
ら
陽
気
ぐ
ら
し
実
現
に
向
か
・
て
歩
ん
で
い
る

と
認
識
す
・
の
で
あ
る
・
た
と
え
現
実
の

世
界
に
聖

と
貧
票

あ
吹

核
兵
器
の
恐
怖
と
戦
争
の
悲
惨
が
あ
吹

ガ
・
克
服
の
道
は

ま
だ
発
見
で
き
な
い
と
し
て
も
・

 陽
気
ぐ
ら
し

へ
向
か

っ
て
の
歩
み
は
挫
折
す
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ

る
。

(3

)

身

上

・
事

情

228

こ
の
陽
気
ぐ
ら
し
の
実
現
の
上
に
妨
げ
と
な
る
面
の
強
い
も
の
を

岳

し
て
、
身
上

・
事
情
と
い
・
て
い
る
・
身
上
と

い
う

の
は
、
広

い
意
味
で
は
身
体
を
指
す
が
、
狭
く
は
身
体
に
現
れ
て

く
る
異
状
、
す
な
わ
ち
病
気
を
指
す
・
事
情
も
こ
れ
と
同
じ

く

広
く
は
生
活
環
境
上
に
現
れ
・

一
切
の
事
柄
を
指
す
。
す

な
わ
ち
誕
生
も
結
婚
も
就
職
も
す
べ
て
事

情
で
あ
る
・
狭

く
は
・

生
活
環
境
上
に
現
れ
て
く
る
悩
み
を

い
う
。
難
儀
、
不
自
由
と
い
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。

事
情
の
悩
み
に
は
幅
が
あ

っ
て
、
家
庭
不
和
、

豪

の
貧
乏
、
子
供
の
非
行
化
と
い

う
レ
ベ
ル
か
ら
・
撃

・
世
界
不
襖

気
候
不
順
を
は
じ
め
、
公
害
に
よ
る
環
境
汚
染
、
交
通
事
故
の
深
刻
化
等
、

一
切
を
含
む
。

 社
会
人
の
響

意
識
か
ら
す
る
と
、
、・う

い
う
身
上

・
事
情

の
な
い
世
界
が
最
善
で
あ

り
ま
す
・
す
な
わ
ち
病
気
に
苦
し
む
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こ
と
も
な
く
、
家
庭
が
よ
く
治
ま

っ
て
、
生
活
が
安
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
も
社
会
も
平
和
で
あ
れ
ば
幸
福
感
が
味
わ
え
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
だ
と
、
隣
人
の
不
幸
に
痛
み
を
覚
え
る
と

い
う
人
間
愛
は
薄
れ
が
ち
で
あ
る
し
、
目

に
見
え
な

い
他
国
の
飢
え
や
悲
惨
に
対
す
る
同
情
も
湧
き
に
く
く
な
る
。
日
本
人
が
何
か
に
つ
け
て
世
界
か
ら
非
難
さ
れ
る
の

は
、
こ
う

い
う
自
己
中
心
的
な
幸
福
感
が
問
わ
れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(4
)

各
種

の
苦

し
み

へ
の
対
処

 

こ
れ
に
対
し
天
理
教
で
は

「身
上

・
事
情
は
道
の
華
」
と
受
け
と
っ
て
い
る
。
病
気
や
貧
乏
は
つ
ら
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
も
神
の
存
在
を
信
じ
、
神
の
心
に
生
き
る
道
を
選
ん
で
ゆ
け
ば
、
や
が
て
そ
こ
か
ら
幸
福
と

い
う
花
が
咲
き
、
実
が
み

の
る
こ
と
も
期
待
で
き
る
。
そ
の
と
き
の
喜
び
の
質
の
深
さ
は
、
不
幸
を
体
験
し
な
い
で
得
ら
れ
た
幸
福

よ
り
は
る
か
に
上
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
病
気
や
貧
乏
は
即
不
幸
で
あ
る
と

い
う
思
想
に
対
し
、
天
理
教
で
は
、
そ
れ
ら
は
現
在
に
と
っ
て
不

幸
を
も
た
ら
す
事
柄
で
は
あ
る
が
、
心
次
第
に
よ
っ
て
は
、
プ
ラ
ス
と
化
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
そ
う
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
る
と
、
病
気
や
貧
乏
で
あ

っ
て
も
、
信
仰
に
よ
っ
て
陽
気

ぐ
ら
し
は
可
能
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。

人
生
途
上
に
生
じ
る
各
種
の
苦
し
み
に
い
か
に
対
処
し
て
ゆ
く
か
。
こ
れ
は
ど
の
宗
教
に
と

っ
て
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、

そ
の
対
処
の
ス
タ
イ

ル
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
仏
教
で
は
、
執
着
を
去
る
と
か
、
世
界

は
空
な
り
と
観
ず
る
と
か
、
い
わ
ば
主
観
的
方
法
が
共
通
し
て
流
れ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
苦
難
を
耐
え
忍
び
、

祈
る
と
い
う
傾
向
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
強

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
救
済
の
筋
道
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
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四

天

理

教

の

救

済

に

つ

い

て

(
1

)

モ

ラ

ル

よ

り

モ

ラ

ー

ル

こ
こ
で
天
理
教
の
救
済
に

つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
申
し
上
げ
る
こ

と
に
し
た
い
。

大
抵
の
宗
教
に
は
信
者
が
守
る
べ
き
戒
律
と
い
う
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
・
・

イ
ス
・
ム
教
で
は
特
に
厳
し
い
よ
う
で
あ
る
・

人
間
の
心
は
自
然
に
放
置
し
て
お
≦

、
悪
の
誘
惑
に
負
け
や
す
い
も
の
で
あ
・
が
、
そ
れ

に
対
・
・
神
も
し
く
は
仏
の
権
威

の
名
に
よ
っ
て

=
疋
の
ワ
ク
を
は
め
、
救
済
を
受
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
の
側
の
条
件

を
つ
く
そ

つ
と

い
う
の
が
戒
律
の
主

要
な
目
的
で
あ
る
と
理
解
す
る
が
、
天
理
教
で
は
ξ

い
う
救
い
の
条
件
と
し
て
の
戒
律
は
な
い
か
・

な

い
に
近
い
と
い
え
る
゜

.」
れ
竺

磐

者
も
教
会
長
な
ど
専
門
職
に
も
共
通
し
て
い

る
.
原
典
を
通
観
す
る
と
・
7
…

し
て
は
な
ら
な
い
L
と

い
う

表

現

よ
唆

丁

-
・.せ

よ

」

と

い
≧

口
い
方

の

方

が

多

い

の
で

あ

・

。

・

れ

は

モ

・

ル
よ

り

も

モ

ラ

|

ル
を

重

視

す

る

こ
と

と

も
関
係
が
あ
る
.
あ
る
い
は
差
口悪
は
既
に
二
千
年
以
上
覆

で
贅

て
き
た
か
ら
、
繰
り
返
す
必
要
は
な

い
・
そ
れ
よ
り
高
い

意
味

の
充
実
し
た
喜
び
を

つ
く
り
出
す
こ
と
に
力
を
注
ぐ
・
と
が
大
切
で
あ

る
と
い
患

想
も
あ
る
か
と

胃

・
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(2
)

思
案

瞑
想
は
心
を
静
め
、
知
恵
を
得
る
に
は
よ
い
方
法
で
あ
る
が
、
天
理
教
で
は
や
か

ま
し
く
い
わ
れ
る
三

は
な
い
・
け
れ
ど

 も

恵

案
せ
、
L
と
い
2

」
と
は
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い

る
.
・
の
場
合
の
思
案
と
い
う
の
は
・
神
の
心
を
し

っ
か

り
探
求
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し
、
迷

っ
た
り
疑

っ
た
り
す
る
不
安
定
な
状
態
か
ら
、
全
身
全
霊
を
も
っ
て
神
の
心
に
も
た
れ
て
通
る
生
き
方
を
確
立
せ
よ
と

い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
天
理
教
で
は
、
神
の
言
葉
に
盲
従
す
る
の
で
は
な
く
、
他
宗
教
の
教
え
と

も
照
ら
し
合
わ
せ
て
よ
く
考
察
し
、
納
得
し
た
上
で
信
仰
せ
よ
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
近
代
精
神
に
も
合
致
す
る
面
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
天
理
教
は
唯
我
独
尊
に
な
る
こ
と
を
避
け
、
他
宗
教
に
対
し
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
こ
れ
は
共
同
体
構

想
に
必
要
な
態
度
の

一
つ
で
あ
る
と
思
う
。

(
3

)

つ

と

め

教
理
の
本
筋
か
ら
す
る
と
、
天
理
教
の
救
済
の
根
本
は

「
つ
と
め
」
と
い
わ
れ
る
独
特
の
祭
儀
で
あ
る
。
地
歌
と
鳴
物

(伴

奏
楽
器
)
に
合
わ
せ
て
定
め
ら
れ
た
人
数
が
踊
り
を
捧
げ
る
様
式
の
も
の
で
、
通
常
、
月
に

一
度
勤
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
月
次

祭
と
い
う
。

「
つ
と
め
」

の
地
歌
を

「
み
か
ぐ
ら
う
た
」
と
い
う
。
第

一
節
か
ら
第
五
節
ま
で
あ
り
、
第
五
節
は
十
二
下
り
と
い
っ
て
、

親
し
み
や
す

い
数
え
歌
の
形
式
に
な

っ
て
い
る
。
第

一
節
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
主
禧
文
に
相
当
す
る
も
の
で
、
「悪
し
き
を
払
う

て
救
け
給
え

天
理
王
命
」
と
二
十

一
遍
繰
り
返
し
て
唱
え
る
。
「悪
し
き
」
と
は
病
気
や
貧
乏
等
、
外

に
現
れ
た
悪
し
き
事

柄
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
悪
し
き
事
柄
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
な
心
の
内
部
の
悪
し
き
心
遣
い
を
指
す
。

天
理
教
で
は
、
そ
の
信
奉
す
る
神
を
親
神
と
い
い
、
祈
念
す
る
時
は
天
理
王
命
と

い
う
神
名
を
唱
え
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
が
ア

ラ
ー
の
神
を
唱
え
る
の
と
似
た
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
頂
い
て
も
結
構
で
あ
る
。
以
後
は
神
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
親
神
と

い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
が
、
親
神
と
は
人
間
の
親
で
あ
る
神
と
い
う
こ
と
で
、
畏
れ
敬
う
べ
き
神
で
は
な
く
、
人
類
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の
誕
生
以
来
そ
の
生
死
の
す

べ
て
を
通
じ
て
、
子
供
で
あ
る
人
間
を
守
護
し
、
陽
気
ぐ
ら
し
へ
導

い
て

く
だ
さ
る
親
の
よ
う
な

神
と
観
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
親
神

の
下
、
世
墨

列
の
人
間
は
可
愛

い
子
供
で
あ
り
、
お
互
い
は
兄
弟
で
あ
る

と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
仏
教
徒
も
無
神
論
者
も
、
親
神
の
観
禽

下
で
は
す
べ
て
兄
弟
で
あ

・
て
・
他
人

と
い
、つ

は
さ
ら
に
な
い
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
親
神
は
人
間
を
た
す
け
る
、
人
間
同
士
は
兄
弟
愛
を

も
・
て
た
す
け
合
う
・
こ
れ

が
陽
気
ぐ
ら
し

へ
の
道
筋
に
な
る
。
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(
4
)

さ

づ

け

「
つ
と
め
」
が
世
界

一
列
の
人
間
の
陽
気
ぐ
ら
し
を
願

・
て
勤
め
る
祭
儀
で
あ
る
と
す
れ
ば
二

さ
づ
け
L
は
病
気
に
苦
し

む
人
に
、
親
神
の
人
間
を
た
す
け
た
い
と

い
う
お
心
を
取
り
次
ぎ
、
病
気
が
よ

く
な
る
こ
と
を
祈
る
行
為
を
指
す
・
天
理
教
教

祖
は
数
多
く
の
病
人
を
た
す
け
る
.」
と
に
よ
っ
て
、
親
神

の
存
在
と
そ
の
絶
大
な
働
き
を
人
々
に
警

ら
れ
た
・
そ
れ
を

「ふ

し
ぎ
な
た
す
け
」
と

い
・つ
、
「さ
づ
け
」
は
、・
の

「ふ
し
ぎ
な
た
す
け
」
が
教
祖
た
だ

天

に
現
れ
た
も

の
で
は
な
く

教
祖

の
お
心
を
わ
が
心
と
し
て
生
き
る
人
の
上
に
も
現
れ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

高
等
宗
教
は
魂
の
救
済
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
理
教
は
病
気
た
す
け
を
す
る
か
ら
低
級
で
あ
る
と
い

う
批
判
を
よ
く

耳
に
す
る
。
こ
れ
に
は
当
た

っ
て
い
る
点
と
当
た
っ
て
い
な
い
点
が
あ
る
と
思
う
。
な
る
ほ
ど
、

麗

や
二
度
・
奇
跡
的
に
病

 気
が
よ
く
な

っ
て
も
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
い
つ
か
は
何
ら
か
の
病
気
で
必
ず
死
ぬ
。
ま
た
病
気
た
す
け
は
・
自
分

の
直
面
す

る
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
る
、」と
を
日取
上
の
利
益
と
す
る
、
近
視
眼
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
を

つ
く
り
出
し
や
す
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
・

け
れ
ど
も
、
天
理
教
は
病
気
が
よ
く
な
る
.」と
を
願
う
・
と
が
目
的
で
は
な

い
の
で
あ
る
・
病
気

と
い
う
実
存
的
限
界
情
況

を

一
つ
の
き

っ
か
け
と
し
て
親
神
の
存
在
を
知
り
、
今
後
は
親
神
の
お
心
に
添

っ
て
生
き
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
人
間
に
生
ま
れ

更
わ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
天
理
教
の
入
信
者
は
病
気
や
事
情

の
悩
み
か
ら
と
い
う
人
が
大

半
で
、
こ
れ
ら
は

「我
が
身
た
す
か
り
た
い
」
と

い
う
心

の
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
初
め
は
そ
ん
な
現
世
利
益
信
仰
で
あ

っ
て

も
、
信
仰
の
過
程
で

「
人
を
た
す
け
た
い
」
と
い
う
心
の
人
間
に
漸
次
変
身
し
て
ゆ
く
、
ま
た
そ
こ
に
病
気
が
よ
く
な
る
と
い

う
こ
と
も
起
こ
る
と
い
う
構
造
に
な

っ
て
い
る
。

(
5
)

か

し
も

の

・
か

り
も

の

の
理

 

別
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
親
神
は
全
知
全
能
で
あ
る
と
よ
く
い
う
。
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
素
朴
な
思
い
は
、
も
し
神

が
全
知
全
能
な
ら
病
気
く
ら
い
た
す
け
る
力
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
全
知
全
能
で
は
あ
る
が
病
気
は
た

す
け
な
い
と
い
う
の
で
は
、
パ
ン
チ
に
欠
け
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

天
理
教
布
教
師
は
、
医
者
で
も
薬
剤
師
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
国
家
公
認
の
資
格
を
有
し
な
い
者
が
、
な
ぜ
病
気
た
す
け
の

分
野
に
あ
え
て
踏
み
込
む
の
か
。
そ
の
根
拠
は

「か
し
も
の

・
か
り
も
の
の
理
」
と

い
わ
れ
る
教
理
に
依
拠
す
る
。

セッション】X天 理教部門

「
人

間

と

い
う

も

の

は

、

身

は

か

り

も

の
、

心

一
つ
が

我

が

の
も

の
。

た

っ
た

一
つ
の
心

よ
り

、

ど

ん

な

理

も

日

々
出

る

。

ど

ん
な

理

も

受

け

取

る

中

に

、

自

由

自

在

と

い
う

理

を

聞

き

分

け

。
」
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と
原
典
に
示
さ
れ
て
い
る
。

身
体
は
親
神
の
貸
物
で
'tS
s
.t
親
神
か
ら
の
借
物
で
あ

っ
て
自
分
の
所
有
物
で

は
な
い
・
そ
の
証
拠
に
・
自
分
の
意
志
に
反

し
て
、
い
つ
か
借
物
を
肇

、・
れ
が
死
で
あ

る
.
し
か
し
自
分
の
物
と

い
え
る
の
は
心
で
あ
る
・
こ
れ
が
天
理
教
の
人

間
観

で
あ
る
.
身
体
は
自
分
の
所
有
物
で
あ
る
と
田
心
い
、
心
は
常
識
や
偏
見

や
欲
望
に
と
ら
わ
れ
て
そ
の
光
を
失

っ
て
い
る
・
こ
れ

が
転
倒
し
た
人
間
観
で
あ
吹

仏
教
的
に
い
え
ば
迷
い
と
馨

の
世
界
で

あ
る
・

心
の
本
質
は
畠

で
あ
る
.
極
端
に
い
え
ば
、
神
揺

・
畠

も
反
抗
す

・
畠

も
許
さ
れ
て
い
る
・
信
仰
と

い
え
ど
も
自

由
意
志
に
基
づ
く
も
の
で
、
習
慣
や
強
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

、.
の
心

の
遣
い
方
に
よ

っ
三

ど
ん
な
理
L

も
出
て
乏

と
さ
れ
る
.
す
な
わ
ち
成
功
も
失
敗

も
・
健
康
も
病
気
戦

突
き

詰
め
る
と
自
分
の
心
が
言

出
す
も
の
で
あ
る
.
自
分
か
ら
発
し
た

も
の
は
全
部
自
分
に
返

・
て
く
る
・
ど
会

苦
難
が
起

き
て
き
て
も

そ
れ
は
第

裏

的
に
は
自
分
の
責
任
で
あ

っ
て
、
世
の
中
が
悪
い
等
と
責
任
を
他
に
転
化

す
る
こ
と
は
解
決
に

 は
な

ら
な

い
。

、」
の
よ

つ
に
、
心
の
本
質
は
畠

で
あ

っ
て
も
、
環
境
の
制
約
が
あ
・
か
ら
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
畠

自
在
で
は
な
い
゜
自

由
自
在
と

い
う

の
は
、
田寧
つ
、・
と
が
田
寧
つ
よ
う
に
な

っ
て
!

境
地
で
、
そ
れ
が

陽
気
ぐ
ら
し
の
理
想
で
あ

る
・
親
神
は
そ
れ

を
見
せ
て
や
り
た
い
が
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
し
た

と
い
わ
れ
る
。

 身
体
で
す
ら
借
物

で
あ
る
と
し
た
ら
、
金
銭
や
物
質
は
人
間
に

と

・
て
何
で
あ
・
か
二

・
に
そ
れ
ら
は

「
天
の
量

」
と

蓼

え
ら
れ
る
.
要
約
す
る
と
、
金
銭
や
物
質
は
、
ま
ず
人
票

・
の
世
を
生

き
て
い
け
る
考

に
・
次
い
で
は
そ
れ
ら
を
使

っ

て
陽
気
ぐ
ら
し
す
る
よ

つ
に
と
い
う
上
か
ら
、
親
神
が
曼

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
そ
の
使

い
方
の
業

は
・
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金
銭
や
物
質
を
自
分
ひ
と
り
の
欲
望
充
足
の
た
め
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
喜

べ
る
よ
う
に
使

っ
て
ゆ
く

こ
と
で
、
そ
れ
が
生

き
た
使

い
方
で
あ
り
、
陽
気
ぐ
ら
し
の
道
は
そ
こ
か
ら
開
け
る
と
さ
れ
る
。
カ
ソ
リ

ッ
ク
は
金
銭
、
物
質

に
対
し
、
「所
有
は

私
的
に
、
使
用
は
公
共
に
」
と
い
う
が
、
そ
れ
と
同
じ
線
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五

教
理
の
普
遍
性
と
平
等
性

 

(1
)

普
遍
性

 

セッション双 天理教部門

以
上
、
天
理
教
教
理
の
う
ち
、
共
同
体
構
想
に
有
効
と
な
り
得
る
分
野
に

つ
い
て
触
れ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、

陽
気
ぐ
ら
し
と
い
う

の
は
、
単
に
天
理
教
信
仰
の
モ
ッ
ト
ー
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
が
先
天
的
に
持

っ
て
い
る
願
望
で
あ

る
と
思
う
。
天
理
教
は
そ
れ
を
よ
り
明
確
に
表
明
し
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
陽
気
ぐ
ら
し

の
内
容
に
つ
い
て
は

考
え
方
の
相
違
が
あ
り
、
実
現
の
方
法
に
つ
い
て
も
違

い
は
あ
る
が
、
目
標
に
関
し
て
は

一
致
す
る
も
の
が
あ
る
と
信
じ
る
。

も
う

一
つ
柱
と
な
り
得
る
も
の
と
し
て
、
世
界

一
列
は
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
天
理
教
の
場
合
、
こ
れ
は
親
神

の
人
間
創
造
と
い
う
観
念
が
根
底
に
な

っ
て
い
る
が
、
た
と
え
信
ず
る
神
は
異
な
る
に
し
て
も
、

一
列
兄
弟
の
理
念
は
普
遍
性

が
あ
る
も
の
と
信
じ
る
。
天
理
教
の
持

つ
寛
容
性
は
、
今
後
と
も
維
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
は
諸
宗
教
の
融
和
に
役
立

つ
要
素
で
あ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
天
理
教
の
人
間
観
、
物
質
観
は
、
苛
酷
な
経
済
戦
争
の
砂
漠
に
慈
雨
を
も
た
ら
し
、
人
と
人

を
結
び
付
け
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
互
い
に
助
け
合
う
と
い
う
あ
り
方
も
、
ま
さ
に
共
同
体
の
精
神
に
合
致
す
る
で
あ
ろ

う
。
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(2
)

平
等
性

236

さ
ら
に
付
け
聖

る
べ
き
も

の
と
し
て
、
天
理
教
の
平
慧

想
が
あ

る
.
そ
こ
で
天
理
教
の
重
要
な
社
会
概
念
と
し
て

「高

山
」
と

「谷
底
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
平
等
思
想
の
大
略
を
述
べ
て
み

よ
う
。

「高
山
」
と
い
う
の
は
、
聾

声

知
友

体
力
等

生
存
競
争
上
有
利
な
も

の
を
持

・
て
い

る
階
層
の
こ
と
で
・
こ
れ

は
支
配
層
と
重
な
る
。
容

底
」
は
そ
れ
ら
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
弱
煮

貧
困
煮

被
支
配
階
層
を
意
味
す
る
・
そ
し
て
今

ま
で
の
歴
史
は
、
「
高
山
が
谷
底
を
ま
ま
に
す
る
」
・
と
が
当
然
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
・
し
か
し
こ
う
い
う
譲

は

「神

の
残
念
」
と
し
て
、
原
典
で
は
は

っ
き
り
不
ロ定
さ
れ
て
い
る
。
「高
山
に
育

つ
・
木
も
谷
底
に
育

つ
る
木
も
同
じ
魂
」
で
あ
る

と
い
う

の
が
、
鵜

の
世
界
の
奏

で
あ

っ
て
、
人
間
が
こ
れ

を
犯
す
こ
と
は
悪
で
あ
る
と
さ
れ
る
・
す
な
わ
ち
後
天
的
権
利

 の
相
違
に
よ

っ
て
、
先
天
的
な
人
間
と
し
て
の
価
値
の
平
等
性
を
無
視
す
る
よ

う

で
は
・
陽
気
ぐ
ら
し
の
社
会
と
は
い
え
な
い

の
で
あ
る
。

、」
の
社
会
的
不
平
等
を

奉

に
変
革
す
る
手
段
と
し
て
革
命
が
あ

-

社
会

王
義
革
命
は

容

底
が
古向
山
を
ま
ま
に
す
る
L

こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
が
、
原
典
で
は
そ

つ
い
う
過
激
な
手
段
を
通
じ
て
形
式
的
平
等

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
・
必

ず
し
も
よ
し
と
さ
れ
て
い
な
い
.
私
の
表
現
に
・
れ
ば
、
人
格

の
平
等
化
に
努
力
す

る
・
と
が
笙

で
・
然
る
の
ち
形
式
の
平

等
化
が
次
第
に
実
現
し
て
ゆ
く

の
が
順
序
で
あ
る
と
い
う
覆

な
路
線
が
望
ま
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
・

 

(
3
)

用
木

 

で
は
、
そ
の
穏
健
路
線
の
中
身
は
ど
う
か
。
原
典
に
よ
れ
ば
、
親
神
は
ま
ず

「谷
底
」
か
ら
、
将
来
親
神
の
手
足
と
な

っ
て

世
界
た
す
け
に
身
を
捧
げ
る
人
材
を
見
い
だ
し
、
引
き
寄
せ
て
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
人
間
を

「用
木
」
と
い
わ
れ
る
。

陽
気
ぐ
ら
し
世
界
実
現
の
足
ど
り
を
普
請
に
た
と
え
、
そ
の
用
材
と
な
っ
て
骨
組
み
を

つ
く
る
人
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
ら

「用
木
」
は
国
籍
に
関
係
な

い
。
「用
木
」
は

コ
局
山
」
で
あ
る
権
力
者
の
意
志
よ
り
、
親
神

の
教
え
を
重
く
受
け
取
る

人
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
親
神
の
意
志
が

「
一
列
兄
弟
」
で
あ
り
、
人
間
は
平
等
で
、
互
い
に
た
す
け
合

っ
て
生
き
る
こ
と
が
陽

気
ぐ
ら
し

へ
の
道
で
あ
る
と
知
れ
ば
、
そ
の
方
向
に
向
か

っ
て
生
き
る
こ
と
を
目
指
す
者
で
あ
る
。

一
人

や
二
人
で
は
さ
し
た

る
影
響
は
な
い
が
、
そ
う

い
う
人
間
が
何
百
万
、
何
千
万
と
な
れ
ば
、
「高
山
」
も
そ
れ
を
無
視
し
て
行

動
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

信
仰
を
異
に
し
て
い
て
も
、
親
神
の
観
念
は
な
く
て
も
、
広
い
意
味
で
陽
気
ぐ
ら
し
の
た
め
に
挺
身
す

る
人
間
は
、
す
べ
て

「用
木
」
と
い
え
る
。
フ
ィ
リ
ピ

ン
を
見
て
、
あ
る

い
は
最
近

の
韓
国
の
人
心

の
動
き
を
見
て
、
私
は
そ

の
徴
候
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ア
ジ
ア
は
昔
の
植
民
地
時
代
の
ア
ジ
ア
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

セッションIX　天理教部門

六

共
同
体
構
想
と
天
理
教

 

さ
て
こ
の
辺
で
、
共
同
体
構
想
に
関
す
る
天
理
教
の
姿
勢
、
準
備
、
あ
る
い
は
可
能
性
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。

初
め
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
天
理
教
は
現
在
の
と
こ
ろ

「点
」
と

「線
」

の
宗
教
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
る
と
、
布
教
が

最
重
要
の
課
題
と
意
識
さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ

っ
て
、
共
同
体
構
想
に
つ
い
て
語
る
具
体
性
が
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
ア
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ジ
ァ
豊

に

つ
い
て
、
そ
の
重
要
性
を
優
先
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ

う

い
う
・
と
を
前
提
と
し
て
・
若
干
の
展
望
を

試

み
た

い
と

思

う

。
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(1
)

天
理
教
は
日
本

の
宗
教

で
は
な

い

呆

は
別
と
し
て
、
た
だ
A
・
の
と
.」
ろ
天
理
教
の
布
教
線
が
伸
び
て
い
る
ア
ジ
ア
の
国
は
・
韓
岡

中
華
民
国
台
湾

香
港
・

シ
ン
ガ
ポ
,
ル
、
タ
イ
、
イ
ン
ド

不
シ
ア
、
イ

・
ド
、
ネ
パ
ル

そ
の
他
で
あ
る
。
・
の

う
ち
韓
国
に
は
公
称
三
+
万
人
の
信

者
が
お
り
、
約
三
百
の
教
会
が
あ
る
が
、
全
体
か
ら
見
れ
ば
小
数
派
で
あ
腹

大
き
な
社
会
的
影
響
力
を
発
揮
し
て

い
る
と
は

 い
え

な

い
。

..
れ
ら
の
諸
国
に
お
い
て
出
会
、つ
問
題
の

;

は
、
天
理
教
は
結
局

日
本
の
宗
教
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
と
警
戒
の
念

が
底
流
と
し
て
あ
る
、」
と
で
あ
る
。特
に
韓
国
の
よ
う
に
反
日
の
気
分
の
強
い
国
で
は
・
呆

帝
里

義
と
そ
の
イ
デ
オ
。
ギ
|

と
し
て
の
日
本
国
家
神
道
に
対
す
る
反
発
が
強
く
、
呆

の
悪
い
イ
イ

ジ
と
、
そ
の
呆

で
発
生
し
た
天
理
教
と

い
う
イ

メ
|

ジ
が
重
な

っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
や
ト
ラ
ブ
ル
を
ひ
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
。

天
理
教
は
日
本
に
お
、・
っ
た
新
宗
教
で
あ
り
、
教
祖
は
呆

人
で
あ
吹

従

・
て
教
馨

も
呆

語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
教
団
形
成
の
過
程
に
お
い
て
、
神
道
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
・
た

こ
と
も
歪

疋
で
き
な
い
・
か

と
い
。
て
、
天
理
教
は
日
本
の
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
の
宗
教
で
は
な
い
。
立
教
の
主
旨
が

そ
も
そ
も
・
世
界

一
列
の
人
間
を

 た
す
け
た
い
と

い
・つ
親
神

の
意
志
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
あ

・
て
、
呆

と
い

う
ワ
ク
を
警

る
べ
く
・
初
め
か
ら
訓取
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ワ
ク
を
警

た
と
・
う
に
出
て
く
る
の
は
、
日
本
の
優
越
性
の
主
張
で

は
な
く

世
星

列
は
兄
弟
で
あ

る
と
い
う
平
等
思
想
で
あ
る
。

こ
の
天
理
教
の
平
等
思
想
に
疑
惑
を
抱

い
た
明
治
政
府
は
、
終
始

一
貫
、
教
祖
に
弾
圧
を
加
え
た
。
た

め
に
教
祖
が
警
察
に

拘
引
、
留
置
、
投
獄
さ
れ
た
回
数
は
十
七
ー
十
八
回
に
達
す
る
。
八
十
九
歳
の
と
き
の
投
獄
は
最
冬
の
こ
と

で
あ
り
、
ひ
そ
か

に
教
祖
の
肉
体
的
抹
殺
が
図
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

教
祖
が
な
く
な

っ
て

一
年
後
の

一
八
八
入
年
、
神
道
傘
下
の
教
団
と
し
て
天
理
教
会
が
政
府
に
よ
っ
て
認

可
さ
れ
た
が
、
圧

迫
、
干
渉
の
手
は
ゆ
る
ま
な
か

っ
た
。

一
八
九
⊥ハ
年
に
は
内
務
省
訓
令
が
出
さ
れ
、
布
教
は
著
し
く
困
難
と

な
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
圧
迫
は
結
局
、

一
九
四
五
年
の
日
本
敗
戦
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
天
理
教
が
原
典
の
み
に
よ
っ
て
教
え
を
自
由
に
宣
布

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
実
に
敗
戦
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
日
本
が
目
指
し
た
平
和
指
向
は
、
天
理
教

の
教
え
に
と

っ
て
好
ま
し
い
事
態
で
あ
る
。

(2
)

人
類

の
故
郷
と
し
て

の

「ぢ
ば
」

 

セッション1X天 理教部門

天
理
教
が
単
に
日
本
の
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
歴
史
の
上
か
ら
申
し
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、

ど
う
し
て
も
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
重
要
な
事
柄
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は

「ぢ
ば
」
と
い
う
、
天
理
教
独
特

の
観
念
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
創
世
記
が
あ
る
ご
と
く
、
天
理
教
に
は

「元
の
理
」
と
い
う
、
人
間
創
造
の
説
話
が
あ
る
。
し
か
し

「元
の

理
」

で
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
と

い
う
よ
う
な
、
現
在
の
人
間
と
直
接

つ
な
が
り
の
あ
る
よ
う
な
人
間
が
創

造
さ
れ
た
と
は
い
わ

れ
て
い
な
い
。
遠
い
将
来
、
人
間
と
し
て
進
化
す
る
可
能
性
を
持

つ
生
命
体
が
、
親
神
の
守
護
で
創
造
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
の
親
神
の
働
き
の
す
べ
て
が
結
晶
さ
れ
た
結
果
生
ま
れ
た
原
初
の
生
命
体
を

「
た
ね
」
、
あ
る
い
は
人
間
の

「子
だ
ね
」
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と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初

の
生
命
体
が
宿
し
込
ま
れ
た
地
点
を

「ぢ
ば
」
と
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
地
球
の
情

況
は
陸
と
海
の
区
別
の
な
い
泥
海
で
、
時
間
的
に
い
う
と
約
十
億
年
以
前
と
さ
れ
る
。

長
い
地
殻
変
動
の
末
、
た
ま
た
ま

「ぢ
ば
」
を
そ
の
中
に
含
む
日
本
列
島
が
形
成
さ
れ
た
。
地
名
で
い
う
と
、
日
本
国
奈
良

県
天
理
市
三
島
町
の

「
一
点
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
地
理
的
位
置
で
は
、
北
緯
三
四
度
三
五
分
四
八
秒
、
東
経

ニ
ニ
五
度
五

〇
分
四
〇
秒
に
相
当
す
る
地
点

で
あ
る
。
教
祖
は
こ
こ
に
あ

っ
た
中
山
家

の
主
婦
で
あ
り
、
こ
の
地
点
で
天
啓
を
受
け
、
「神

の
や
し
ろ
」
と
し
て
救
済
を
始
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
現
在
、
こ
の
地
点
を
中
心
に
天
理
教
の
神
殿
が
立
て
ら
れ
、
「
ぢ
ば
」

の

標
識
と
し
て
の

「
か
ん
う
だ
い
」
を
囲
ん
で

「
つ
と
め
」
と

い
う
祭
儀
が
勤
め
ら
れ
る
。
そ
し
て

「ぢ
ば
」
に
あ
る
教
会
が
天

理
教
教
会
本
部
で
あ
り
、
こ
れ
は
永
遠
に
移
転
す
る
こ
と
が
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
何
を

い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
。
「ぢ
ば
」
は
、
現
象
と
し
て
は
日
本
に
所
在
す
る
地
点
と
見
え
る
が
、
教
理
か
ら
す

る
と
逆
で
あ

っ
て
、
「
ぢ
ば
」

の
周
辺
に
た
ま
た
ま
日
本
列
島
が
形
成
さ
れ
た
、
「
ぢ
ば
」
が
先
で
日
本
が
後
で
あ
る
。
従

っ
て

天
理
教
は

「
ぢ
ば
」
を
す
べ
て
の
根
源
と
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
質
的
に
は
、
天
理
教
が
日
本
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
物

語
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
教
理
の
本
筋
を
、
い
か
に
現
実
化
し
て
ゆ
く
か
。
こ
れ
が
天
理
教
の
課
題
で
あ
り
、
共
同
体
構
想
も
こ
れ
を
抜
き
に
し

て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

天
理
教
信
者
に
と

っ
て

「
ぢ
ば
」
は
、
地
球
上
に
二
つ
と
な
い
聖
地
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
各
地
に
あ
る
教
会
も
、
「ぢ
ば
」

の
方
向
に
向
か

っ
て
礼
拝
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
聖
地
メ
ッ
カ
の
方
向
に
向
か
っ
て
祈

り
を
捧
げ
る
の
と
似
て
い
る
。
違
う
の
は
、
メ
ッ
カ
は
人
間
創
造
と
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
メ
ッ
カ
は
イ
ス
ラ
ム
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教
徒
以
外
は
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 

(3
)
比
類

な
き
開
放
性

 

「ぢ
ば
」
は

一
切
の
国
籍
、
宗
教
の
制
約
が
な
く
、
誰
で
も
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
類
共
通
の
生
ま
れ

故
郷
と
観
念
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
殿
は
昼
夜
二
十
四
時
間
開
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
あ
る
す
べ
て
の
宗
教
施

設
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
国
の
人
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
比
類
な
い
開
放
性
が
、
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
の
基
礎
に
な

る
と
思
う
。
こ
の
開
放
性
が
徹
底
す
れ
ば
、
天
理
教
は
日
本
の
宗
教
と
い
う
ワ
ク
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が

で
き
、
世
界
に
貢
献

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「ぢ
ば
」
に
あ
る
教
会
本
部
に
、
天
理
教
徒
養
成
機
関
を
は
じ
め
、
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
等
あ
ら
ゆ
る
施
設
が

集
中
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
・外
国
語
を
主
体
と
す
る
天
理
大
学
、
お
よ
び
大
学
付
属
天
理
図
書
館
、
同

天
理
参
考
館
で
あ
る
。
図
書
館
に
は
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
古
文
書
も
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
参
考
館
に
は
世
界
各
国
の
民
俗

資
料
が
豊
富
に
そ
ろ

っ
て
お
り
、

一
般
に
無
料
で
公
開
さ
れ
、
研
究
の
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も

一
流
の
内

容
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
に

「
憩
い
の
家
」
と
い
う
千
ベ
ッ
ド
の
近
代
病
院
が
あ
り
、
医
療
に
貢
献
し
て
い
る
。
医
者
、
専

門
家
の
国
際
交
流
も

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
開
放
性
の
表
れ
で
あ
る
。
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
近
年
盛
ん
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

天
理
大
学
は
も
と
も
と
、
海
外
布
教
に
必
須
条
件
で
あ
る
外
国
語
の
習
得
を
目
的
と
し
て
、

一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
外
国
語
学
部
に
は
八
学
科
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
関
係
の
言
語
で
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
韓
国
語
、
中
国
語
、
イ
ン
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ド
ネ
シ
ア
語
の
学
科

で
あ
る
。
.」
れ
ら
は
六
+
年
以
上
の
覆

が
あ

る
か
ら
、
世
界
の
大
半
の
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
必
要
に
応
じ
て
人
材
を
派
遣
す
る
.」
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
人
材
の
7

ル
が
あ
る
・

と
は
・
共
同
体
構
想
に
貢
献

し
得
る
材
料
で
あ
る
。

天
理
大
学
に
は
選
科
呆

語
科
と
い
・ス

ニ
年
〒

ス
の
外
国
人
留
学
生
制
度
が
あ
吹

ア
ジ
ア
諸
国
か

ら
た
え
ず
学
生
が

や
。
て
く
る
。
卒
業
後
は
国
に
帰
り
、
そ
の
利
点
を
生
か
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
・
今
の

と
こ
ろ
人
数
は

限
ら
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
共
同
体
構
想
に
力
を
発
揮
す
る
こ
と
も
夢
で
は
な
い
。

も
、つ
;

付
け
加
、蚤

す
と
、
天
理
は
各
種

ス
ポ
↓

、
音
楽
の
盛
ん
な
所
で
あ

る
。
柔
道
場
に
は
ア
ジ
ァ
各
国
の
選
手
が

聾

る
、」と
な
く
練
習
に
来
て
い
る
。
ホ
・
午

場
で
は
イ
・
ド
、
パ
キ
ス
タ
・
、
シ
・
ガ
ポ
ル

・
あ
る
い
は
韓
国
の
チ

|

ム
と
の
国
際
大
会
が
し
ば
し
ば
開
か
れ
る
。
音
楽
の
交
流
も
盛
ん
で
、
天
理
高
校
吹
奏
学
部
が

タ
イ
王
室

の
招
き
で
、
バ
ン
コ

ク
そ
の
他
で
演
奏
し
た
こ
と
も
あ
る
。
最
近
で
は
、
ウ
ィ
ー
ン
音
楽
祭

の
招
待
で
、
雅
楽
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
演
奏
旅
行
を
し
て

い
る
。
音
楽
に
国
境
は
な
い
の
で
あ
る
。
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(
5
)

お
わ

り

に

以
上
は
共
同
体
構
想
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
貢
献
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
・
と
に
つ
い
て
は
・
今
の

と
こ
ろ
発
表
に
値
す

る
事
柄
は
残
念
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
海
外
布
教
を
意
図
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
の
壁
に
当
面
し
・
苦
慮
し
て
い
る
と
い

、つ
の
が
偽
り
の
な
い
現
状
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
・
の
困
難
・
そ
、
天
理
教
が

日
本
の
宗
教
か
ら
世
界
の
宗
教
に
脱
皮
す
る
上
で

 の
試
奢

で
あ
る
と
受
け
と
め
、
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
・
の
努
力
が
実
を
結
ぶ
程
度

に
比
例
し
て
・
天
理

 

教
が
共
同
体
構
想
に
貢
献
し
得
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ

一
つ
い
え
る
こ
と
は
、
そ
の
努
力
は
拡
大
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、

縮
小
す
る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
天
理
教
は
政
治
と
距
離
を
置
き
、
特
定
の
政
治
団
体
と
結
び
付
く
こ
と
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
い
る
。
こ
れ
も
共
同
体

構
想
に
は
必
要
な
条
件
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

最
後
に
宗
教
の
統

一
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
共
同
体
構
想
と
同
じ
く
、
具
体
的
な
提
案
を
す

る
段
階
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
天
理
教
は
、
他

の
宗
教
と
敵
対
し
た
り
、
争
う
タ
イ
プ
の
宗
教
で
は
な
く
、
自
信
を
内
に
秘
め

つ
つ
、
寛
容
の
精
神

で
こ
と
に
当
た
ろ
う
と
し
て
い
る
宗
教
で
あ
る
と
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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