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■

は
じ
め
に

一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
、
大
本
教
の
開
祖
、
出
口
ナ
オ
の
口
を
通
し
て
、
『
艮
の

金
神
』
が
こ
の
世
に
現
れ
る
と
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
こ
の
前
触
れ
と
し
て
、
日
本
の
あ
ち

こ
ち
で
神
懸
る
人
物
が
現
れ
、
黒
住
教
、
天
理
教
、
金
光
教
、
な
ど
の
新
興
宗
教
が
誕
生

し
て
い
た
。
肉
体
を
持
た
な
い
神
は
、
人
間
の
口
を
使
っ
て
、
い
よ
い
よ
地
球
の
浄
化
が

始
ま
る
事
を
知
ら
せ
始
め
た
の
だ
。
神
は
教
祖
た
ち
を
通
し
て
、
神
の
意
志
を
伝
え
、
宇

宙
の
真
理
を
教
え
、
人
間
の
正
し
い
あ
り
方
を
説
き
、
霊
的
磁
場
を
形
成
し
て
行
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
こ
の
神
の
意
志
を
理
解
し
、
大
本
教
を
舞
台
と
し
て
霊
界
浄
化
の
『
雛
形

経
綸
』
を
推
し
進
め
た
の
が
、
出
口
王
仁
三
郎
で
あ
る
。

王
仁
三
郎
は
、
「
救
世
主
と
は
『
瑞
の
御
霊
』
で
あ
る
神
素
盞
鳴
尊
で
あ
る
」
と
断
言

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
素
盞
鳴
尊
の
御
霊
を
持
っ
た
自
分
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
聖
地
に
足
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を
運
び
、
そ
こ
の
神
々
と
と
も
に
雛
形
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
中
で
も
、
長
野
県
松
代

に
あ
る
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
の
小
高
い
山
『
皆
神
山
』
は
、
王
仁
三
郎
を
し
て
『
尊
い
神

山
で
あ
り
、
世
界
の
中
心
地
』
で
あ
る
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
皆
神
山
は
、
人
工
的
に
作

ら
れ
た
世
界
最
古
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
し
て
一
時
期
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
し
た
。
頂
上
に
は
皆

神
神
社
が
あ
り
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
由
来
が
看
板
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
初
歩
的
な
重
力
制

御
方
で
作
ら
れ
、
電
磁
波
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う
。
一
見
、
何
の
変
哲
も
な
い
小
高
い

山
だ
が
王
仁
三
郎
は
、
皆
神
山
か
ら
発
す
る
強
力
な
霊
的
磁
場
に
感
応
し
て
い
た
こ
と
が

し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

王
仁
三
郎
の
御
神
業
は
、
周
囲
の
人
間
に
は
理
解
で
き
な
い
奥
深
さ
が
あ
っ
た
が
、
最

後
に
『
わ
し
の
役
は
こ
れ
で
終
わ
り
じ
ゃ
』
と
言
っ
て
、
昭
和
二
三
年
に
こ
の
世
を
去
っ

て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
神
仕
組
み
が
完

成
し
て
い
な
い
事
を
告
げ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。

こ
の
四
年
前
、
昭
和
一
九
年
に
は
、
故
岡
本
天
明
の
自
動
書
記
が
始
ま
り
、
神
々
は

『
日
月
神
示
』
を
次
の
神
仕
組
み
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
。
こ
の
神
示
に
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は
、
王
仁
三
郎
が
出
来
な
か
っ
た
事
（
あ
る
い
は
敢
え
て
し
な
か
っ
た
事
）
が
示
さ
れ
て

い
る
。

今
回
、
王
仁
三
郎
の
後
を
継
ぐ
形
で
、
半
ば
強
制
的
に
神
仕
組
み
に
参
加
さ
せ
ら
れ
た

因
縁
の
御
霊
（
い
ん
ね
ん
の
み
た
ま
）
を
持
っ
た
人
間
―
仮
に
Ｍ
と
し
よ
う
―
が
、
そ
れ

を
読
み
解
き
、
実
行
に
移
し
て
き
た
。

『
艮
の
金
神
』
か
ら
出
口
ナ
オ
に
お
告
げ
が
あ
っ
て
か
ら
、
一
〇
〇
年
以
上
過
ぎ
た
今
、

仕
組
み
が
ず
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
予
定
通
り
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。

だ
が
、
一
九
九
九
年
を
前
に
、
『
艮
の
金
神
』
を
代
表
と
す
る
地
の
神
々
の
力
を
得
て
、

よ
う
や
く
そ
の
答
え
を
書
き
記
す
時
が
来
た
。

神
に
対
す
る
解
釈
は
様
々
だ
が
、
す
べ
て
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
理
解
し
、
柔
軟
な
心

で
読
み
進
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
一
〇
月
吉
日

注
…
追
記
と
し
て
、
「
一
九
九
九
年
を
迎
え
て
」
「
二
〇
〇
八
年
子
年
に
あ
た
り
」
が
付
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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■

甲
斐
三
神
山

山
梨
県
と
長
野
県
の
県
境
に
、
秩
父
多
摩
国
立
公
園
の
一
角
を
な
す
、
奇
峰
群
が
屹
立

し
て
い
る
。
甲
府
の
昇
仙
峡
を
表
玄
関
と
見
る
と
、
そ
の
北
奥
に
厳
存
す
る
巨
大
奇
岩
の

山
は
、
姿
を
見
た
者
を
圧
倒
し
、
魅
了
す
る
。

そ
の
山
の
名
は
、
瑞
牆
山
。
標
高
二
二
三
〇
メ
ー
ト
ル
。
富
士
山
の
北
側
に
位
置
し
、

み
ず
が
き
や
ま

関
東
山
地
の
主
峰
を
な
す
金
峰
山
に
隣
接
す
る
巨
大
磐
座
群
で
あ
る
。

金
峰
山
は
、
標
高
二
五
九
〇
メ
ー
ト
ル
。
出
羽
の
月
山
、
大
和
の
大
峰
山
と
並
ぶ
三
大

修
験
道
の
山
と
し
て
、
重
層
的
な
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
山
頂
に
は
、
花
崗
岩
の
巨
大
な

磐
座
、
五
丈
岩
が
鎮
座
し
て
お
り
、
こ
れ
が
甲
州
一
円
に
見
ら
れ
る
金
桜
神
社
の
本
宮
、

蔵
王
権
現
で
あ
る
。
神
道
の
教
義
で
は
、
神
社
と
は
、
特
に
神
の
気
の
篭
る
と
こ
ろ
と
し

て
、
山
頂
、
山
腹
に
建
立
さ
れ
た
巨
石
群
の
麓
に
立
て
ら
れ
た
拝
殿
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
瑞
牆
山
は
そ
の
巨
石
磐
座
群
の
集
合
体
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
、

里
宮
を
持
っ
て
い
な
い
。
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金
峰
山
、
瑞
牆
山
、
小
川
山
（
標
高
二
四
一
八
メ
ー
ト
ル
）
の
三
山
は
、
神
社
本
庁
の

教
学
顧
問
、
故
中
西
旭
教
授
（
中
央
大
学
名
誉
教
授
及
び
神
社
本
庁
教
学
顧
問
・
享
年
一

な
か
に
し
あ
き
ら

〇
一
歳
）
を
も
っ
て
し
て
、
『
我
が
国
最
大
の
磐
座
群
』
と
言
わ
し
め
た
程
の
場
所
だ
。

そ
の
一
つ
で
あ
る
瑞
牆
山
が
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
一
度
も
御
神
体
と
し
て
奉
ら
れ
て

い
な
い
の
は
、
な
ぜ
か
。

瑞
牆
山
に
は
、
世
に
出
ぬ
神
々
が
押
し
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
山
か
ら
発
せ
ら
れ
る

高
波
動
を
今
ま
で
誰
も
キ
ャ
ッ
チ
で
き
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。

役
の
小
角
の
こ
ろ
か
ら
、
金
峰
山
は
霊
峰
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
の
に
、
隣
接
す
る
瑞

牆
山
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
役
の
小
角
で
さ
え
気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
、

押
し
込
め
ら
れ
た
神
々
は
深
く
深
く
、
限
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
王

仁
三
郎
は
長
野
の
『
皆
神
山
―
ミ
ナ
カ
ミ
ヤ
マ
』
を
霊
的
世
界
の
中
心
と
感
応
し
て
い
た

が
、
そ
の
音
は
瑞
牆
山
―
ミ
ズ
ガ
キ
ヤ
マ
と
よ
く
似
て
い
る
。
王
仁
三
郎
ほ
ど
の
人
物
な

ら
瑞
牆
山
の
存
在
を
発
見
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
存
在
す
ら
も
知
ら
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
『
今
、
こ
の
時
ま
で
、
瑞
牆
山
は
世
に
出
ぬ
仕
組
み
に
な
っ
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て
い
た
』
、
つ
ま
り
、
『
神
仕
組
み
の
最
後
の
舞
台
』
と
い
う
仮
説
が
導
き
だ
さ
れ
る
。

こ
こ
で
、
故
岡
本
天
明
氏
の
『
日
月
神
示
』
を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。
こ
の
ご
神
示
は

様
々
な
知
識
人
が
解
読
を
試
み
て
お
り
、
天
明
氏
の
死
後
、
同
じ
系
統
の
神
か
ら
ご
神
示

を
受
け
る
人
々
が
あ
ち
こ
ち
に
現
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
『
日
月
神
示
』
は
、
世
の
立

替
え
を
知
ら
せ
る
預
言
書
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
神
示
の
な
か
に
甲
斐
の
山
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
何
ヵ
所
も
あ
る
の
だ
。

一
部
を
抜
粋
し
て
み
る
と
―
―

『
カ
イ
奥
山
開
き
、
結
構
結
構
』

『
カ
イ
の
御
用
は
キ
の
御
用
で
あ
る
ぞ
。
臣
民
は
ミ
の
御
用
つ
と
め
て
呉
れ
よ
』

『
カ
イ
の
言
霊
キ
ざ
ぞ
。
キ
が
元
と
知
ら
し
て
あ
ろ
う
が
、
カ
イ
の
御
用
に
か
か
り
て

呉
れ
よ
』

『
カ
イ
の
山
々
に
立
ち
て
、
ひ
れ
ふ
り
祓
い
て
く
れ
よ
、
ひ
つ
く
の
神
に
事
へ
て
い
る

臣
民
、
代
わ
る
代
わ
る
こ
の
御
役
つ
と
め
て
く
れ
よ
。
今
は
わ
か
る
ま
い
が
、
結
構
な
御

役
ぞ
。
』
な
ど
で
あ
る
。
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ま
た
、
『
甲
斐
』
と
は
限
定
し
て
い
な
い
が
、

『
神
の
石
は
お
山
に
あ
る
か
ら
、
お
山
開
い
て
く
れ
よ
』

『
四
八
か
岳
は
昔
か
ら
神
が
隠
し
て
を
り
た
山
ざ
か
ら
、
人
の
登
ら
ぬ
よ
う
に
し
て
、

龍
神
と
な
り
て
護
り
て
呉
れ
た
神
々
に
も
お
礼
申
す
ぞ
』

な
ど
、
山
を
開
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
随
所
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
続
き
を
読
み
た
い
方
は
お
問
合
せ
下
さ
い
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