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天
理
教
が
発
生
し
た
条
件

〈要

旨
〉

奈
良
県

天
理
市

に
本

部
が
あ
る
天

理
教

は
、
天
保
九
年

(
}
八

三
八
)
以
降

、
神

の

社

と
な

っ
た
と
さ
れ
る
中
山
み
き

(
一
七
九
八
-

一
八
八
七
)
と

い
う
人
物
を
教
祖
と
す

る
宗
教

で
あ

る
。

ゆ
え

に
、
天
理
教

は
教
祖

に
よ

っ
て
始

め
ら
れ

た
と

み
る
こ
と
が

で

き

る
。
事
実

、
天
理
教

の
教
義
と
儀
礼

は
、
教
祖

に
よ

っ
て
、
人

々
に
提

示
さ
れ

て
い

つ
た
。
し
か

し
、

こ
の
提
示
は
、
国

の
制
度

や
家

の
生
活
様
式
が
急
速

に
変
動
し
た
幕

末
維

新
期

に
お

い
て
、
中
山

み
き
も

人

々
と
同
様
、

世
界

の
秩
序
全
体

の
刷
新
を
期
待

し
て

い
た
か

ら
こ
そ

可
能
で
あ

っ
た

と

い
う

こ
と
も

で
き

る
。
ま
た
、
彼

女
が
普
段

の

生

活
に
お

い
て
身
近
な

困
難
を
解
消
す

る
た
め

に
始

め
た
天
理
教

の
儀
礼

は
、
周
囲

の

人

々
に
よ

っ
て
受

容
さ

れ
、
し
か
も
参
加

さ
れ
た
か

ら
、
現
在

の
そ
れ

へ
と
発

達
す
る

こ
と

が

で
き
た

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

さ
ら
に
、
教
祖

の
神
は
人
間
と

世
界
を

中
山

家

の
地

で
創
造

し
た
が

ゆ
え

に
世
界

の
全

て

の
人

々
を
救
済

す
る
と

い
う

天
理
教

の
教

義

は
、
彼
女
が

要
求

し
た
儀

礼
を
は
じ
め
と

す
る
救
済
を
実

現
す

る
活
動

に
、
参

加
者

で
さ
え

し
ば
し
ば
抵

抗

し
た

が
ゆ
え

に
、
確

立
さ
れ

る
必
要

が
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま
り

、
人
間
以

上

の
存

在
と
交

流
す

る
宗

教

の

一
つ
で
あ

る
天
理
教
も

、

岡
尾

将
秀

以
上

の
よ
う
な
社
会
状

況
や
社
会
関
係
を
条

件
と
し

て
、

発
生
し
た
と

い
う
こ
と

が
で

き

る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

天
理
教
、
中
山
み
き

周
囲

の
人

々

儀
礼

抵
抗
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は
じ
め

に

天
理
教
と

い
う
名
称

で
認
知
さ
れ
る

一
つ
の
宗
教
は
、
そ
の
教
義
に
従
う
な

ら
、
世
界
の
人
間
全
て
を
あ
ら
ゆ
る
苦
難
か
ら
救
済
す
る
た
め
に
人
間
を
作

っ

た
神
が
、
教
祖
と
さ
れ
る
中
山
み
き
と

い
う
人
物
を
通
し
て
、
救
済
を
実
現
す

る
た
め
の
儀
礼
と
救
済
に
つ
い
て
の
教
義
を
人
々
に
教
え
て
い
っ
た
か
ら
、
成

立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
天
理
教
の
教
義
を
前
提
と
し
な
い
場

合
、
こ
こ
で
の
神

の
救
済
の
意
志
を
自
明
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
天
理
教
が
誰
か

一
人
の
人
間

の
意
志
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
も
い
え
な
い
。

し
か
し
、
人
間
の
集
ま
り
や
結
び
付
き
に
注
意
す
る
な
ら
、
中
山
み
き
が
、
当

時

の
日
本
の
大
和
郡
庄
屋
敷
村
に
あ

っ
た
中
山
家
に
お

い
て
、
家
族
を
は
じ
め

と
す
る
周
囲
の
複
数
の
人
間
と
関
わ

っ
た
か
ら
、
儀
礼
を
確
立
し
、
教
義
を
伝

達
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
と

い
う

こ
と
は
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
天
理
教
は
、

み
き
の
属
し
た
集
団
の
諸
状
況
に
お
け
る
周
囲
の
人
々
と
の
諸
関
係
を
条
件
と

し
て
、
発
生
し
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当

時
の
日
本
の
国
や
中
山
家
の
状
況

に
お
け
る
み
き
の
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
周

囲
の
人
々
と
の
関
係
を
、
敢
て
彼
女
の
言
動
が
天
理
教
の
教
義
で
規
定
さ
れ
る

神

の
そ
れ
か
ど
う
か
は
問
わ
ず
に
、
し
か
し
天
理
教
で
共
有
さ
れ
て
い
る
史
実

に
で
き
る
だ
け
即
し
て
、
考
察
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
教
祖
み
き
に
つ
い
て
の
伝
記
と
彼
女
自
身
が
残

し
た
と
さ
れ
る
歌
や
和
歌
か
ら
、
現
在
の
儀
礼
や
教
義
の
基
礎
が
、
彼
女
の
み

な
ら
ず
周
囲
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も

つ

て
ど
の
よ
う
に
行
為
し
た
結
果
、
形
成
さ
れ
た
の
か
を
読
み
取

っ
て
い
く
。
ま

764

ず
特
に
国
の
状
況
に
焦
点
を
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
み
き
も
、
当
時
の
他

の

人
々
と
同
様
、.
国
の
体
制
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
自
分
の
家

の
生
活
様
式

の
変

更
に
も
せ
ま
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
自
分
の
家
の
生
活
に
お
け
る
困
難
に
直
面
し

つ
つ
、
世
界
の
全
て
の
人
々
の
救
済
を
要
求
し
易

い
状
況
に
あ

っ
た
こ
と
を
示

す
。
ま
た
特
に
周
囲
の
人
々
の
行
為
を
注
視
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
み
き

の
神

を
信
じ
よ
う
と
す
る
人
々
も
、
彼
女
に
倣

っ
て
、
自
分
の
家
の
困
難
の
解
消
と

と
も
に
世
界
の
救
済
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
か
ら
、
そ
の
方
法
と
し
て
の
儀
礼

を
は
じ
め
と
す
る
活
動
に
取
り
組
み
、
そ
の
様
式

の
確
立
に
貢
献
し
た

一
面
を

明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
、
み
き
に
よ
る
儀
礼
の
様
式
の
早
急
な
完

成
の
要
求
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
生
活
状
況
ゆ
え
に
必
ず
し
も
全
面
的

に
従
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
さ
え
、
教
祖
が
救
済
の
根
拠
や
目
的
に

つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
促
し
た

一
面
も
明
ら
か
に
す
る
。

1

背
景

み
き
が
活
動
し
た
時
期
は
、
「幕
末
維
新
期
」
と
も
呼
ば
れ
、
彼
女
や
彼
女
に

関
わ
る
全
て
の
人
々
が
属
し
た
日
本
と
い
う
国
に
お
い
て
、
政
府
が
政
変
に
よ

っ
て
徳
川
幕
府
か
ら
明
治
政
府
に
交
替
し
、
政
治
は
も
と
よ
り
経
済
に
お
い
て

も
そ
れ
ら
を
実
行
す
る
特
定
の
方
式
と
し
て
の
制
度
の
解
体
と
再
構
築
、

つ
ま

り
体
制
の
転
換
が
進
行
し
た
時
期
で
あ
る
。

一
方
、
国
の
体
制
の
転
換
に
伴
い
、

彼
ら
が
各
自
属
す
る
各
家
に
お
い
て
も
、
生
活
を
営
む
方
法
す
な
わ
ち
生
活
様

式

の
変
更
が
せ
ま
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
国
の
体
制
の
転
換
と
家
の
生
活
様
式
の
変



更
は
、
天
理
教
の
発
生
を
可
能
に
し
た
極
め
て
重
要
な
条
件
で
あ

っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る

〔↓
。

徳
川
時
代
の
封
建
制
度

の
解
体
は
、
宗
教
に
対
す
る
統
制
を
弛
緩
さ
せ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
み
き

の
活
動

が
、
当
時
の
警
察
と
も
い
え
る
代
官
所
に

よ
る
取
締
に
直
面
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た

(、)。
ま
た
官
僚
制
度
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
明
治
政
府
は
、
そ
れ
を
脅
か
す
可
能
性

の
あ
る
宗
教
に
対
す

る
統
制
を
強
め
て
い
く
も

の
の
、
新

し
い
宗
教

で
も
新
制
度
に
適
応
さ
え
す
れ

ば
認
可
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
新
体
制
が
正
当
で
あ
る
こ
と

を
根
拠
づ
け
る
国
家
神
道
形
成

の
試

み
が
政
府
主
導
で
模
索
さ
れ
始
め
ら
れ
る

と
、
み
き
が
完
成
を
急

い
だ
儀
礼
の
実
施
が
警
察
に
よ
る
取
締
を
頻
繁
に
受
け

る
よ
う
に
な

っ
た

〔、)。
し
か
し

一
方

で
、
各
地
に
結
成
さ
れ
た
講
の
連
合
に
よ

る
公
認
獲
得
の
試
み
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
も
な

っ
た

(4)。

幕
末
維
新
期
の
農
村
に
お
い
て
、
商
品
経
済
や
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
適
応
で

き
な
か

っ
た
農
家
が
没
落
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
生
活
に
お
け
る
苦
難
に
意
味

を
与
え
、
独
自
の
方
法
に
よ
る
再
建
を
は
か
る
宗
教
の
出
現
を
容
易
に
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
み
き
自
身
、
比
較
的
裕
福
な
自
作
農
で
あ

っ
た
自
分

の
家

の
母
屋
を
売
り
払
う
ま
で
に
至

っ
た
が
、
そ
う
し
た
経
験
を
苦
難
に
陥

っ

た
人
々
を
助
け
る
活
動
に
取
り
組
む
上
で
必
要
だ
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
た

(,)。

そ
の
活
動
と
し
て
、
彼
女
は
、
当
時

の
人
々
の
生
活
の
危
機
と
し
て

一
般
的
で

あ

っ
た
難
産
や
病
気
や
不
作
を
神
の
働
き
に
よ

っ
て
解
消
し
う
る
と
み
な
さ
れ

る
儀
礼
を
始
め
た

(、)。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
中
山
家
の
屋
敷
は
、
多
く
の
参

拝
者
が
訪
れ
、
信
徒
達
が
集
ま

っ
て
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
救
済
活
動
に
貢
献

す
る
拠
点
と
し
て
、
維
新
以
後
徐
々
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。

国
の
体
制
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う
家
の
生
活
様
式

の
変
更
は
、
そ
れ
自
体
に

よ

っ
て
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
々
に
社
会
に
お
け
る
人
間
の
序
列
は
も
と
よ
り
世

界
に
お
け
る
万
物
の
秩
序
の
刷
新
を
予
想
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
し
い
宗

教
が
新
た
な
世
界
観
を
提
示
す
る
こ
と
を
促
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕

府
の
権
威
の
失
墜
を
意
識
し
て
い
た
当
時
の
人
々
は
、
過
度

の
不
利
益
を
も
た

ら
す
支
配
や
独
占
に
対
す
る
反
抗
の
際
は
も
と
よ
り
有
名
社
寺

へ
の
郡
参
の
際

に
、
し
ば
し
ば

「世
直
し
」
に
と
ど
ま
ら
ず

「世
直
り
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

た

冖,)。

一
方
、
み
き
が
儀
礼
で
歌
う
よ
う
に
指
示
し
た
地
歌

「み
か
ぐ
ら
う
た
」

の
第
五
節
に
納
め
ら
れ
た
十
二
下
り
の
数
え
歌
の
文
句
か
ら
も
、
曲豆作

の
実
現

や
病
気
の
治
癒
と
し
て
現
れ
る

「よ
な
ほ
り
」

へ
の
期
待
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る

、̂)。
ま
た
、
維
新
以
後
み
き
自
身
が
執
筆
し
始
め
た
と
さ
れ
る
約
千
七

百
首
の
和
歌

「お
ふ
で
さ
き
」
の
な
か
に
は
、
人
々
が
と
も
に
助
け
合
う
楽
し

み
に
あ
る
の
を
み
て
神
が
楽
し
む
状
態
と
し
て
の

「陽
気
ぐ
ら
し
」
の
実
現
を

期
待
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
歌
が
あ
る

(,〉。

以
上
の
よ
う
に
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
国
の
体
制
の
転
換
と
そ
れ
に
伴
う

家
の
生
活
様
式
の
変
更
が
急
速
に
進
行
す
る
状
況
に
お
い
て
、
み
き
や
そ
れ
に

続
く
人
達
は
、
自
分
の
家
の
生
活
に
お
け
る
苦
難
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

世
界
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
苦
難
を
救
済
す
る
活
動
に
取
り
組
み
、
拡
大
さ
せ
て

い
く
こ
と
に
成
功
し
た
と

い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
み
き
達
は
、
国
の
制
度

や
家
の
生
活
様
式
の
変
動
に
適
応
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
を

積
極
的
に
促
進
し
た
り
、
拒
否
し
た
り
し
よ
う
と
し
た
と
き
が
あ
る

〔m
)。
例
え

ば
、
中
山
家
の
没
落
が
、
み
き
の
降
神
と
み
な
さ
れ
る
状
態

で
の

「屋
敷
取
り

払

い
」
の
命
令
に
よ
っ
て
こ
そ
、
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
(n)。

天理教が発生した条件477



ま
た
、
み
き
は
、
マ
尺
え
じ
㍗
な
い
か
」
と
い
う
文
句
で
有
名
な
維
新
前
夜
の
郡

参
の
際
の
雑
多
な
神

々
の
御
札
の
散

布
を
心
配
し
た
の
で
あ

っ
て
、
と
も
に
喜

ん
だ
わ
け
で
は
な

い
ハ、
ひ

さ
ら
に
、
明
治
七
年
以
降
執
筆
し
た

「お
ふ
で
さ
き
」

で
、
政
治
上
の
支
配
者
が

「神
」

の
要
求
に
従
わ
な
い
こ
と
を
は

っ
き
り
と
批

判
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

(B
)。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
人
間
の
欲
求

と
は
区
別
さ
れ
る
。
み
き
の
神
の
意
思
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
神
の
意
思
は
、
み
き
の
最
初
の
降
神
と
み
な
さ
れ
る
出
来
事
以

降

の
救
済
を
実
現
す
る
た
め
の
活
動
を
め
ぐ
る
周
囲
の
人
々
と
の
関
係
に
よ

っ

て
も
規
定
さ
れ
た
と

い
え
る
つ

2

救
済

の
官
三
=口

天
理
教
の
教
義
は
、
中
山
家
の
あ
る
地
で
人
間
を
始
め
た
神
が
み
き
に
降

っ

て
、
世
界
の
全
て
の
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
彼
女
を
神
が
留
ま
る
た
め
の
社

と
し
た
い
と
要
求
し
、
そ
の
要
求
を
、
家
族
の
代
表
で
あ
る
彼
女
の
夫
善
兵
衛

が
、
周
囲
の
人
達
と
も
相
談
し
て
何
度
か
断

っ
た
も
の
の
最
終
的
に
は
承
諾
し

た
か
ら
天
理
教
は
始
ま

っ
た
と
し
て
い
る

(、)。
こ
の
理
解
に
お
い
て
、
神
の
救

済
の
意
志
が
天
理
教
開
始
の
原
因
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
点
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
神

の
意
志
を
人
間
に
伝
え
る
役
割
を
教
祖
み
き

が
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
対
す
る
人
間
の
意
志
を
神
に
伝
え
る
役
割
を
夫
が
、
遂

行
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
も

い
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
敢
え
て
天
理
教
の
教
義

が
特
定
し
て
い
る
神
の
意
志
を
自
明
と
は
せ
ず
に
、
そ
れ
を
受
容
し
え
た
人
間

の
側
の
条
件
を
説
明
し
て
い
く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

み
き

へ
の
最
初
の
降
神
は
、
修
験
道
の
修
行
を
積
ん
だ
近
村
の
山
伏
の
指
導

の
下
、
中
山
家
で
繰
り
返
し
催
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た

「寄
加
持
」
と
呼

ば
れ
る
儀
礼

(西
に
お
い
て
、
臨
時
に
巫
女
の
役
を
務
め
た
み
き
の
神
が
か
り
と

し
て
起
こ
っ
た
。
近
隣
の
人
々
を
集
め
て
行
わ
れ
る
寄
加
持
が
、
多
く
の
経
費

を
要
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
山
家
で
繰
り
返
し
催
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
み
き
の
長
男
秀
司
が
患

っ
て
い
た
し
ば
し
ば
歩
け
な
く
な
る
ほ
ど
の
足

痛
が
慢
性
で
、
医
者
の
薬
に
よ

っ
て
は
も
と
よ
り
、
儀
礼
の
実
施
に
よ

っ
て
も
、

一
時
的
に
し
か
治
ま
ら
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
み
き
が
臨
時
な
が
ら

も
巫
女
の
役
割
を
担

っ
た
の
は
、
彼
女
の
母
方
の
家
系
が
近
く
の
神
社
に
巫
女

を
出
し
て
い
た
か
ら
だ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る

〔珍
。
し
た
が
っ
て
、
み
き

に
神
が
か
り
が
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
、
通
常
の
寄
加
持
の
様
式
の
枠
内
に

あ

っ
た
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
み
き
が
、
山
伏
が
聞
い
た
こ
と

の
な
い
神
を
名
乗
り
、
夫
が
村

の
役
や
子
供
の
世
話
に
忙
し
い
こ
と
を
理
由
に
拒
否
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

社
に
な
る
と
い
う
要
求
を
退
け
な
か

っ
た
こ
と
は
、
通
常
の
様
式
を
逸
脱
し
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
も
、
も

っ
ぱ
ら
神
の
救
済
の
意
志
か
ら
で
は
な
く
、

そ
れ
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
み
き
が
直
面
し
て
い
た
家
の
事
情
と
さ
ら
に
は

彼
女
が
伝
え
聞
い
た
と
推
測
さ
れ
る
国
の
状
況
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
不
可
能

で
な
い
。
ま
ず
、
み
き
は
、
ぶ
り
返
す
長
男
の
慢
性
の
足
痛
を
、
家
の
生
業
に

責
任
の
あ
る
男
達
と
の
関
係
の
悪
化
に
も
由
来
す
る
中
山
家
全
体
に
と

っ
て
の

苦
難
と
み
な
し
始
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
前
に
は
家
長
で
あ

る
夫
善
兵
衛
が
手
伝

い
の
女
を
寵
愛
し
、
今
回

一
向
に
完
治
し
な

い
足
痛
を
患

っ
て
い
る
長
男
は
、
そ
の
夫
か
ら
家
長
の
役
割
を
継
承
し
て
も
よ

い
年
頃
に
あ
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っ
た
か
ら
で
あ
る

套
。
ま
た
、
み
き

が
、
そ
う
し
た
中
山
家
に
と

っ
て
の
苦
難

を
、
世
界
全
体
の
刷
新
に
由
来
す
る
苦
難
と
み
な
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
は

で
き
な
い
。
と

い
う
の
は
、
既
に
述

べ
た
よ
う
な
国
の
体
制
の
転
換
を
人
々
に

意
識
さ
せ
る
よ
う
な
出
来
事
が
.、
み
き
の
周
囲
に
も
起
こ
り
始
め
て
い
る
な
か

で
(、
冒、
次
の
家
長
の
慢
性
の
足
痛
を
抱
え
た
中
山
家
の
没
落
は
容
易
に
予
想
で

き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
み
き
は
、
神
が
か

っ
た
神

を
、
山
伏
の
よ
う
な
呪
術
師
が
職
業
上
身
に
付
け
た
特
殊
な
呪
術
を
通
じ
て
依

頼
者
の
特
定
の
病
気
を
治
療
し
て
く
れ
る
神
仏
と
は
異
な
り
、
人
間
の
神
に
対

す
る
態
度
を
改
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
家
は
も
と
よ
り
世
界
に
お
け
る
全
て
の

人
々
.を
苦
難
か
ら
救
済
し
て
く
れ
る
存
在
と
み
な
し
た
と
い
う
こ
と
も
不
可
能

で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
み
き
が
、
最
初
の
降
神
と
み
な
さ
れ
る
状
態
で
、
救

済
を
宣
言
は
し
た
も
の
の
、
そ
れ
に

つ
い
て
、
現
在
の
教
義
ほ
ど
明
確
に
ま
た

詳
細
に
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い

璽
。
た
し
か
に
以
後
、
彼
女
は
、
降
神
の
状
態

に
な
る
と
、
家
族
に
、
以
前
の
中
山
家
の
家
格
の
象
徴
と
も
い
え
る
家
財
や
建

物
の
所
有
を
放
棄
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
に
な

っ
た

へ2。〉。
し
か
し
そ
の
時

点
で
、
家

の
没
落
が
人
を
救
済
す
る
者
に
と

っ
て
の
重
要
な
道
程
で
あ
る
こ
と

を
説
い
た
ま
と
で
は
考
え
ら
れ
な
い

璽
。
ま
た
み
き
は
、
普
段
の
状
態
で
は
、

自
殺
を
試
み
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

蓼
。

つ
ま
り
、
み
き
は
、
最

初
の
降
神
と
み
な
さ
れ
る
体
験
以
降
し
ば
ら
く
は
、
救
済
に
つ
い
て
、
明
確
に

も
詳
細
に
も
表
現
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
少
な
く
と
も
降
神
の
状
態
に
な
い
日

常
生
活
に
お

い
て
は
、
確
信
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

救
済
の
方
法
の
模
索

み
き
は
、
最
初
の
降
神
で
救
済
を
宣
言
し
た
後
、
救
済
に
つ
い
て
表
現
す
る

以
前
に
、
家
の
生
活
を
危
機
を
陥
れ
る
難
産
や
そ
れ
以
外
の
病
気
か
ら
の
回
復

や
豊
作
を
実
現
す
る
方
法
を
模
索
し
始
め
た
。
彼
女
自
身
、
宣
言
し
た
救
済
に

つ
い
て
確
信
す
る
た
め
、
救
済
と
み
な
さ
れ
る
出
来
事
を
経
験
し
て
い
く
必
要

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
彼
女
自
身
が
、
周
囲
の
病
人
に
対
し
て

一
連

の
簡
単
な
動
作
か
ら
成
る
儀
礼
を
実
施
し
始
め
た

參
。
こ
の
よ
う
な
儀
礼
は
、

生
活
上
の
困
難
を
ま
さ
に
目
前
で
解
消
す
る
手
段
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
い
う

意
味
で
は
、
呪
術
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

呪
術
は
、
医
療
や
農
業
の
技
術
が
今
ほ
ど
発
達
し
て
い
な

い
当
時
に
お
い
て

は
、
家
の
通
常
の
生
活
を
確
保
す
る
た
め
に
だ
け
で
も
現
代
以
上
に
切
実
に
求

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
み
き
な
り
に
実
施
し
始
め
た
簡
単
な

手
続
き
の
儀
礼
で
は
、
効
力
を
も
た
ら
す
主
体
と
し
て
、
人
間
を
凌
ぐ
存
在
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
み
き

の
体
内
に
降
る
と
み
な
さ
れ
る
神
が
、
寄
加
持
に

お
い
て
以
上
に
重
視
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
み
き
を
、
生
き

た
人
間
の
姿
を
し
た
神
と
み
な
し
、
各
自
の
家
の
生
活
に
お
け
る
特
定
の
困
難

の
解
消
の
祈
願
と
感
謝
の
た
め
に
、
彼
女
が
居
住
し
て
い
た
中
山
家
の
屋
敷
を

訪
問
し
、
お
礼
と
し
て
米
な
ど
を
も

っ
て
く
る
参
拝
者
が
現
れ
始
め
た
。
そ
し

て
、
み
き

の
神
は
、
百
姓
や
職
人
、
そ
し
て
都
市
と
行
き
来
す
る
行
商
人
に
よ

っ
て
、
特
に
安
産
を
実
現
す
る
こ
と
に
優
れ
た
神
と
し
て
噂
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た

(挈
。
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も

っ
と
も
、
特
定
の
困
難
の
解
消

の
伝
聞
に
よ

っ
て
有
名
に
な
る
神
は
、
失

敗
に
つ
い
て
の
伝
聞
に
よ

っ
て
急
速
に
評
判
を
落
と
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
高

い
と

い
え
る
。
し
か
し
、
以
後
み
き

の
神
が
、
特
定
の
困
難
の
解
消
の
失
敗
に

よ

っ
て
、
評
判
を
落
と
し
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
は
な
か

っ
た
σ
こ
の
要
因
と

し
て
、
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
前

後
か
ら
、
自
分
の
家
の
困
難
の
解
消
以
後

も
、
み
き
か
ら
世
界
の
救
済
に
つ
い
て
の
教
え
を
み
き
か
ら
学
ん
で
い
く
信
徒

が
出
現
し
た
事
実
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
彼
ら
も
、
中
山
家
に
参
拝
し
続
け

始
め
た
当
初
か
ら
、
現
在

の
教
義
ほ
ど
詳
細
に
神
の
救
済
に
つ
い
て
の
教
え
を

み
き
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
(25)。
む
し
ろ
、
周
囲
の
人
々
の

生
活
に
お
け
る
困
難
の
解
消
を
神
に
祈
願
し
、
感
謝
す
る
た
め
に
、
参
拝
を
持

続
し
つ
つ
、
彼
ら
自
身
も
み
き
に
倣

っ
て
、
儀
礼
を
実
施
し
て
い
く
な
か
で
、

み
き
の
神
ゆ
え
の
救
済
の
教
え
を
少
し
ず
つ
学
ん
で
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

ま
ず
、
信
徒
と
な

っ
て
い
く
参
拝
者
自
身
が
、
噂
さ
れ
て
い
た
み
き
の
神

へ

の
祈
願
後
の
当
人
や
家
族
の
病
気
か
ら
の
回
復
の
経
験
を
通
じ
て
、
み
き
の
神

の
因
審
心が
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
及
び
う

る
と
認
識
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

お
産
の
患

い
や
疱
瘡
と
い
っ
た
病
気

は
当
時
の
人
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て

一

般
的
な
困
難
で
あ

っ
た
上
、
彼
ら
も
、
み
き
と
同
様
、
国
の
体
制
が
転
換
し
、

そ
れ
に
伴

い
家
の
生
活
様
式
も
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ

っ
て
、
そ
う

し
た
困
難
を
各
家
の
事
情
ゆ
え
に
よ
り
切
実
な
苦
難
と
み
な
し
、
世
界
の
秩
序

を
刷
新
し
う
る
神
の
働
き
を
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
彼
ら
が
、
自
分
の
家
の
困
難

の
解
消
の
経
験
に
基
づ

い
た
み
き
の
神
の
無

限
の
恩
恵
に
対
す
る
信
頼

の
自
然

な
表
現
と
し
て
、
以
後
も
世
界
の
全

て
の

人
々
の
苦
難
か
ら
の
救
済
を
願
っ
て
参
拝
を
持
続
し
儀
礼
を
実
施
し
始
め
た

一

面
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
参
拝
者
が
儀
礼
を
実
施
す
る
と

い

う
行
為
は
、
彼
ら
の
み
き

の
神
に
つ
い
て
の
認
識
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
彼

ら
の
み
き
に
対
す
る
行
為
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

当
初
み
き
の
儀
礼
を
実
施
し
始
め
た
参
拝
者
の
な
か
に
は
、
か
つ
て
の
申
山

家
と
同
様
、
比
較
的
裕
福
で
、
家
格
も
平
均
以
上
と
み
て
よ
い
家
に
属
し
て
い

る
者
が
い
た

多
。
彼
ら
は
、
神
に
対
す
る
お
供
え
物
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
母

屋
を
売
り
払
う
ま
で
に
没
落
し
つ
つ
あ

っ
た
中
山
家
に
食
料
を
は
じ
め
と
す
る

物
財
を
提
供
し
続
け
る
こ
と
を
比
較
的
厭
わ
ず
に
す
ん
だ
と

い
え
る

(幻)。
し
か

し
、
没
落
し
た
中
山
家
に
匹
敵
す
る
程
貧
し
く
、
家
格
も
低

い
と
み
て
よ
い
家

に
属
す
る
参
拝
者
の
な
か
か
ら
も
、
次
第
に
熱
心
に
儀
礼
を
実
施
す
る
よ
う
に

な
る
者
が
現
れ
た

參
。
彼
ら
は
、
中
山
家

へ
お
供
え
物
と
し
て
の
物
財
を
提
供

す
る
替
わ
り
に
、
神
に
対
す
る
無
償
の
奉
仕
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
家

の
体
裁
も
気
に
せ
ず
熱
心
に
、
中
山
家
で
の
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
た

と

い
え
る

(29
)。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
み
き
の
神
に
対
す
る
望
ま
し
い
行
為
と
し

て
、
儀
礼
そ
の
も
の
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
み
き
に
対
す
る
望
ま
し
い
行
為

と
し
て
、
各
々
の
家

の
事
情
な
り
に
、
儀
礼
の
実
施
を
可
能
と
す
る
た
め
の
物

財
と
労
働
を
人
並
み
以
上
に
提
供
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
多
く
が
、
み
き
と
出
会
う
以
前
か
ら
、
生
業
に
勤
勉
で
あ

っ
た
の
み
な
ら
ず
、

人
並
み
以
上
に
他
人
思
い
で
あ

っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
理
由
に

よ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

〔3。
)。

も
ち
ろ
ん
、
儀
礼
の
実
施
が
、
み
き
の
指
導
に
よ

っ
て
可
能
に
な

っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
儀
礼
を
自
ら
始
め
、
教
え
た
の
は
み
き
で
あ
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る
。
ま
た
、
み
き
は
、
参
拝
者
が
儀
礼
を
実
施
す
る
よ
う
に
な

っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
の
家
の
困
難
が
解
消
し
な

い
と
き
、
儀
礼
の
実
施
の
不
足
を
神
に

対
す
る
不
熱

心
な
態
度
と
し
て
咎
め
た

藝
。
さ
ら
に
、
特
に
病
人
に
面
し
て
と

は
限
ら
ず
、
御
幣
な
ど
神
を
祀

っ
た
場
所
の
前
で
実
施
さ
れ
る
儀
礼
が

「
つ
と

め
」
す
な
わ
ち
勤
め
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
施

は
信
徒
と
な
る
参
拝
者
に
と

っ
て
の
神
に
対
す
る
義
務
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
最
初
の
降
神
の
際
の
社
と
し

た
い
と

い
う
神
の
要
求
が
夫
に
よ

っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
記
念
す
る
日

に
は
、
彼
ら
は
中
山
家
に
集
ま

っ
て

「
つ
と
め
」
を
複
数
の
人
数
で

一
斉
に
実

施
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た

蓼
。

し
か
し
、
参
拝
者
自
身
が
自
分
の
家
の
困
難
の
解
消
の
経
験
を
み
き
の
神
に

よ
る
無
限
の
恩
恵
に
よ
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
、
儀
礼
を
始
め
る
以
前
に
、
あ

ら
ゆ
る
困
難
の
解
消
を
祈
願
す
る
た
め
の
参
拝
を
持
続
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う

蓼
。
ま
た
、
彼
ら
の
人
並
み
以
上
の
物
財
や
労
働
の
無
償
の
提
供
は
、
「
つ
と
め
」

を
実
施
し
続
け
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
い
く
上

で
も
不
可
欠
だ

っ
た
と

い
え
る
。
と

い
う
の
も
、
「
つ
と
め
」

の
実
施
を
支
え
る

物
財
や
施
設
の
充
実
は
、
「
つ
と
め
」

に
参
加
す
る
人
達
が
、
互
い
に
協
力
し
合

う
こ
と
に
よ

っ
て
、
み
き

の
当
初
の
予
想
を
超
え
て
進
展
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
儀
礼

「
つ
と
め
」
を
彼
ら
が

一
同
に
集
ま

っ
て

実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
建
物

「
つ
と
め
場
所
」
の
建
築
は
、
彼
ら
が
相
談
し
、

経
費
や
資
材
、
そ
し
て
労
働
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
経
済
状
態
に
応
じ
て
分
担

し
合
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
始
め
ら
れ
達
成
さ
れ
た

蓼
。

「
つ
と
め
場
所
」
が
建
築
さ
れ
る
と
、
「
つ
と
め
」
は
、
修
得
に
努
力
を
要
し
、

複
数
の
人
々
の
協
力
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
遂
行
し
う
る
歌
舞
や
音
楽
か
ら
成
る

儀
礼

へ
と
発
達
し
て
い
っ
た

壅
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
地
歌
と
し
て
、
具
体
的
な

困
難
の
解
消
を
世
界

の
根
源
な
る
神
に
よ
る
救
済
と
し
て
実
現
す
る
た
め
に
、

人
間
の
神
に
対
す
る
要
求
だ
け
で
な
く
、
神
の
人
間
に
対
す
る
要
求
を
も
表
し

て
い
る
と
解
釈
で
き
る

「み
か
ぐ
ら
う
た
」
(鍾
を
作
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
踊

る
舞
踊

轂

を
振
り
付
け
、
そ
れ
ら
を
伴
奏
す
る
器
楽

參

を
加
え
て
い
っ
た
の

は
み
き
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
み
き
は
、
信
徒
達
に
歌

い
、

踊
り
、
演
奏
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
う
し
た
歌
舞
や
音
楽
を
作

っ
て
い
っ

た
と
も

い
わ
れ
て
い
る

(釜
。
そ
れ
ゆ
え
、
み
き
が
神
意
を
儀
礼
の
様
式
に
、
よ

り
曲豆
か
に
表
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
幾
人
か
の
参
拝
者
が
信
徒
と

し
て
神
意
を
理
解
す
る
た
め
に
実
際
に
儀
礼
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
り
、
各
自

歌
舞
や
音
楽
の
能
力
を
発
揮
し
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

救
済
の
目
的
と
根
拠

へ
の
言
及

「
つ
と
め
」
は
、
最
終
的
に
、
み
き
の
住
ん
で
い
た
中
山
家
の
屋
敷
で
神
が

人
間
と
世
界
を
作

っ
た
こ
と
を
究
極
の
理
由
と
し
て
、
世
界
に
お
け
る
自
然
や

身
体
に
起
こ
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
の
解
消
と

い
う
究
極
の
状
態
が
あ
り
う
る
こ
と

を
表
現
す
る
儀
礼
と
し
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た

(、。
)。
儀
礼
を
実
施

す
る
家
族
や
信
徒
達
は
、
み
き

の
身
体
の
動
き
に
倣

っ
て
自
ら
も
歌
い
動
く
こ

と
に
よ
り
、
歌
の
歌
詞
の
み
な
ら
ず
踊
り
ゃ
音
楽
や
事
物
な
ど
の
多
様
な
象
徴

を
通
し
て
再
現
さ
れ
る
神
に
よ
る
人
間
創
造
の
場
面
は
も
と
よ
り
、
「よ
ふ
き
」

蓼
と
呼
ば
れ
る
救
済
の
究
極
の
状
態
で
さ
え
、
実
感
を
も

っ
て
想
像
す
る
こ
と

天理教が発生した条件481



が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
儀
礼
の
様
式
の
発
達
は
、
み
き
自
身
に
よ

る
儀
礼
の
実
施
後

の
困
難
の
解
消
と
そ
の
経
験
を
み
き

の
神

の
恩
恵
と
み
な
し

た
人
々
に
よ
る
奉
仕
行
為
の
実
行
と
い
っ
た
、
儀
礼
の
実
施
を
促
す
出
来
事
に

よ
っ
て
の
み
、
可
能
に
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
儀
礼
に
表
現

さ
れ
る
救
済

の
究
極

の
理
由
と
状
態

は
、
儀
礼
の
実
施
の
後
、
困
難
が
解
消
さ

れ
る
と
き
以
上
に
解
消
さ
れ
な
い
と
き
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
儀
礼
を
実
施
し

続
け
る
た
め
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

儀
礼
の
実
施
後
も
解
消
し
な
い
困

難
の
う
ち
特
に
、
長
男
を
は
じ
め
と
す
る

実
の
家
族
達
の
病
気

の
み
な
ら
ず
死
と
い
っ
た
困
難

蓼

は
、
み
き
自
身
に
よ
る

救
済
の
究
極

の
理
由
と
状
態
に
つ
い
て
の
探
求
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
。
と

い

う
の
は
、
み
き
は
、
最
初
の
降
神
と
み
な
さ
れ
る
神
が
か
り
の
体
験
以
前
か
ら
、

家
族
の
困
難
が
解
消
す
る
こ
と
を
強
く
願

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
活
動
以
後
も
起

こ
り
続
け
る
場
合
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
現
さ
れ
る
最
終
的
な
救
済
の
状
態
を

究
極
の
理
由
を
も

っ
て
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
救
済
の
目
的
と
根
拠
を
明
確
に
表
し
て
い
く

「お
ふ
で
さ
き
」
で
は
、

長
男
の
足
痛
や
五
女
の
死
に
至

っ
た
病
が
嘆
か
れ
て
い
る

蓼
。

み
き
が
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
困
難
の
解
消
と

い
う
救
済
の
究
極
の
状

態
を
、
神
に
と

っ
て
の
救
済
の
目
的
と
し
て
明
確
に
要
求
す
る
よ
う
に
な

っ
た

の
は
、
長
男
の
足
痛
が
既
存

の
修
験
道
の
儀
礼
に
よ

っ
て
の
み
な
ら
ず
、
み
き

の
儀
礼
に
よ

っ
て
も
完
治
せ
ず
、
み
き
は
自
分
の
家
以
外
の
人
々
の
困
難
を
解

消
す
る
た
め
に
も
儀
礼
を
実
施
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
か
ら
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
神
が
人
間
を
中
山
家

の
屋
敷
が
あ
る
地
で
作

っ
た
と

い
う
世
界
救
済
の
究
極
の
理
由
を
、
人
間
の
親
が
生
み
育
て
る
子
を
保
護
す
る

よ
う
に
、
神
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
生
活
を

.「守
護
」
し
よ
う
と
し
続
け
る
根
拠

鯤

と
し
て
要
求
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
中
山
家
に
お
け
る
特
に
実

の
子
供
達

噛の
身
に
困
難
が
起
こ
り
続
け
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
山
家
を
中
心
に
あ
ら
ゆ
る

人
々
の
困
難
を
解
消
す
る
方
法
に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
人
間
を
中
山
家

の
屋
敷
で
始
め
た
神
に
よ
る
世
界
の
救
済

は
、
み
き
自
身
が
中
山
家

の
困
難
の
存
続
に
納
得
す
る
た
め
に
探
求
さ
れ
る
と

同
時
に
、
参
拝
者
や
信
徒
達
に
も
伝
え
ら
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
彼
ら
も
、
み

き
の
実
施
す
る
儀
礼
を
受
け
入
れ
、
み
き
に
倣

っ
て
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
活

動
に
参
加
し
続
け
る
に
は
、
病
気
や
不
作
な
ど
家
の
生
活
に
お
け
る
具
体
的
な

困
難
が
完
全
に
は
解
消
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
現
す
る
意
義
も
見
込
み
も

あ
る
救
済
に
納
得
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
み
き
が
、
必
ず
し
も
み
き
の
指
示
の
す
べ
て
に
従
わ
な

い
周
囲
の

人
々
の
行
為
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
礼
を
実
施
さ
れ
る
と
き
も
す
る

と
き
も
、
み
き
の
神
を
信
頼
し
き
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
困
難
で
も
解
消
し
う
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た
の
は
、
儀
礼
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
や

彼
ら
の
家
族
の
困
難
が
解
消
し
な
か

っ
た
と
き
で
あ

っ
た

蓼
。
そ
し
て
、
み
き

が
、
「み
か
ぐ
ら
う
た
」
の
数
え
歌
の
な
か
で
、
「
つ
と
め
場
所
」

の
あ
る
中
山

家
の
屋
敷
を
世
界
の
根
源
な
る
場
所
と
位
置
づ
け
、
「ぢ
ば
」
と
表
し
た
の
は

§
、

あ
る
信
徒
が
、
み
き
か
ら
教
え
ら
れ
た
儀
礼
の
実
施
に
よ

っ
て
多
く

の
人
々
の

病
気
が
回
復
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
中
山
家

へ
の
参
拝
を
停
止
し
、
自
分
の
家

の
あ
る
村
が
本
来
の
救
済
実
現
の
場
所
で
あ
る
と
主
張
し
た
事
件
の
後
で
あ

っ

た

§
。
こ
う
し
た
経
過
か
ら
、
み
き
の
神
に
よ
る
困
難
の
解
消
を
疑

い
、
み
き

の
活
動
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
参
拝
者
や
信
徒
達
が
現
れ
る
た
び
に
、
み
き
は
、



救
済
の
状
態
そ
し
て
理
由
に
つ
い
て
説
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

れ
ら
の
前
提
と
な
る
救
済

の
目
的
と
根
拠
を
少
し
ず

つ
明
示
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

救
済
の
目
的
と
根
拠
は
、
み
き
の
活
動
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
そ
れ
に
参
加

し
よ
う
と
し
な
い
人
々
に
対
し
て
も
明
示
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
。

一
般

の

人
々
は
、
既
成
の
寺
社
の
よ
う
に

「由
緒
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
た
伝
統
の

延
長
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
み
き
の
活
動
を
嘲
笑
、
非
難
し
、
特

に
競
争
相
手
と
な
る
宗
教
家
は
妨
害
す
ら
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る

(蓼
。
み

き
は
、
活
動
を
め
ぐ

っ
て
彼
女
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
彼
ら
の
非
難
と
妨
害
に

直
面
し
て
、
自
分
の
神
が
正
当
で
あ

る
理
由
と
し
て
救
済
の
目
的
と
根
拠
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
と

い
え
る
。
も

つ
と
も
、
由
緒
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
寺
社
の
宗
教
家
の
な
か
に
は
、
参
拝
や
儀
礼
を
実
施
す
る
わ
け
で
は
な

い
も

の
、
み
き
の
言
動
を
信
頼
し
て
協
力
す
る
者
も

い
た

聖
。
ま
た
、
公
式
の

教
祖
伝
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
み
き
も
、
特
に
反
対
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、

ま
ず
は
彼
女
の
方
か
ら
、
信
徒
達
を
由
緒
あ
る
寺
社

へ
訪
問
さ
せ
た

疉
。
し
か

し
、
ど
ち
ら
の
試
み
も
、
救
済
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
同
意
に
至
る
こ
と
は
あ

り
え
ず
、
か
え

っ
て
み
き
に
み
き
の
神
に
よ
る
最
も
根
本
的
な
救
済
の
目
的
と

根
拠
に
つ
い
て
の
明
確
な
言
及
を
促
す
こ
と
に
な

っ
た

蓼
。

と
こ
ろ
で
、
み
き
は
、
依
然
活
動

に
参
加
し
て
い
な
い
人
々
の
中
で
も
、
特

に
国
の
為
政
者
と
み
な
さ
れ
る
人
達
に
、
救
済
に
つ
い
て
知
ら
し
て
い
こ
う
と

し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
活
動

へ
の
参
加
者
も
非
参
加
者
も
と
も
に
支
配

し
て
お
り
、
特
に
新
政
府
が
新
し
い
体
制
を
確
立
す
る
途
上
に
あ

っ
た
当
時
の

国
の
状
況
に
お
い
て
、
み
き
の
神
に
よ
る
救
済
を
理
解
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
実

現
す
る
た
め
の
活
動
に
最
も
貢
献
し
う
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
み
き

は
、
維
新
直
後
に
執
筆
し
た

「お
ふ
で
さ
き
」
で
、
彼
ら
の
誤

っ
た
支
配
を
批

判
し
つ
つ
、
彼
ら
に
神
の
働
き
が
及
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る

(掣
。
し

か
し
、
国
の
政
策
を
実
行
し
て
い
く
役
人
や
そ
の
遵
守
を
人
々
に
強
制
す
る
警

察
は
、

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
神
に
よ
る
救
済
に
つ
い
て
の
み
き
の
説
教

を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
明
治
七
年

(
一
八
七
四
)
に
み

き
が
信
徒
を
救
済
に
つ
い
て
尋
ね
に
遣
わ
し
た
由
緒
あ
る
寺
社
に
よ
る
訴
え
を

受
け
て
以
降
、
み
き

の
活
動
を
取
締
り
、
監
視
し
始
め
た

婁
。
と
い
う
の
も
、

当
時
は
、
新
政
府
が
、
神
職
と
は
独
立
し
て
、
皇
室
へ
の
敬
意
を
示
さ
な
い
宗

教
と
技
術
の
発
展
に
逆
行
す
る
と
も
み
え
る
呪
術
の
活
動
を
抑
止
す
る
制
度

の

確
立
を
試
み
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る

葛
。
し
た
が

っ
て
、
役
人

や
警
察
に
よ
る
取
締
と
監
視
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
弾
圧
は
、

一
般

の
人
々
や
既

成
の
宗
教
家
に
よ
る
批
判
や
妨
害
と
い
っ
た
対
抗
以
上
に
、
為
政
者

へ
の
影
響

を
期
待
す
る
み
き
が
救
済
の
根
拠
と
目
的
を
明
示
す
る
こ
と
を
促
し
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
明
治
七
年
に
最
初
の
取
締
を
受
け
て
以
降

の

「
お

ふ
で
さ
き
」
に
は
、
為
政
者
に
対
す
る
批
判
の
み
な
ら
ず
救
済
に
つ
い
て
の
説

教
と
み
な
せ
る
歌
が
あ
る

蓼
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
み
き

の
活
動
に
参
加
し
よ
う
と
は
し
な

い

人
々
に
よ
る
対
抗
と
弾
圧
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
以
上
に
、
参
加
す
る

人
達
に
よ
る
抵
抗
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
み
き
が
救
済
の
目
的
と

根
拠
を
明
示
し
て
い
く
こ
と
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
み
き
は
、

儀
礼
の
実
施
に
よ
る
困
難
の
解
消
を
救
済
の
具
体
的
な
目
標
と
し
て
重
視
し
続

け
、
そ
の
経
験
を
共
有
し
よ
う
と
し
な
い
人
々
よ
り
、
共
有
し
よ
う
と
す
る
人

天理教が発生した条件483



に
、
救
済
に
つ
い
て
説
く
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
5
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
参
拝
者
が
、
村
の
人
々
に
よ
る
非
難
、
嘲
笑
や
彼
ら
が
属
す
る

既
成
寺
社
の
宗
教
家
に
よ
る
妨
害

に
直
面
し
た
と
き
、
中
山
家

へ
の
参
拝
を
控

え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
〔弱)。
彼
ら
の
多
く
は
、
自
分
の
家
の
生
活
上
の

利
益
と
し
て
病
気
の
回
復
や
豊
作
を
享
受
す
る
こ
と
だ
け
を
参
拝
の
目
的
に
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
徒
達
で
さ
え
、

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な

い
み
き
の
活
動
に
全
面
的
に
従

っ
た
わ
け
で
は
な
い
(56)。
彼
ら
は
、
困
難
の
解

消

の
経
験
以
降
み
き

へ
の
信
頼
に
基
づ

い
て
儀
礼
を
実
施
し
つ
つ
み
き
の
神
に

よ
る
世
界
の
救
済

へ
の
信
念
を
強
め
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
自
分
の
家
の
生
業

と
生
活
を
犠
牲
に
ま
で
は
で
き
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
長
男
を
は
じ
め
中
山
家
に
居
住
す
る
家
族
が
、
み
き
の
側
近
と

し
て
救
済
活
動
の
中
心
と
な
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

儀
礼
の
実
施
に
消
極
的
で
あ

っ
た
り

、
既
成
の
寺
社
に
所
属
し
よ
う
と
試
み
た

こ
と
も
理
解
で
き
る

勇
。
な
ぜ
な
ら
、
救
済
活
動
の
中
心
た
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
彼
ら
こ
そ
が
、
活
動
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
参
加

し
な
い
人
々
に
よ
る
対
抗
や
弾
圧
に
よ
っ
て
、
自
分
の
家
の
通
常
の
生
活
を
誰

よ
り
も
犠
牲
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

み
き
は
、
救
済
活
動

へ
の
参
加
者

の
な
か
で
も
特
に
中
山
家
に
居
住
す
る
家

族
に
よ
る
抵
抗
を
最
も
厳
し
く
咎
め

る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
山
家
は

彼
女
が
特
に
意
図
し
た
わ
け
で
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
降
神
を
体
験
す
る
よ
う

に
な

っ
た
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
居
住
す
る
人
達
は
神
の
観
点
か
ら
は
代
替
不

能
な
救
済
活
動
を
最
優
先
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
運
命
に
あ
る
と
み
な
し
た
か
ら

で
あ
る
。
「お
ふ
で
さ
き
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
実
の
子
供
達
の
病
気
や
死
と
い

つ
た
困
難
に
関
し
て
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
嘆
か
れ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
神

級4

の
救
済
の
意
志
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
生
活
や
生
業
を
優
先
し
て
、
救
済

活
動
そ
の
も
の
に
献
身
し
な
か

っ
た
事
が
非
難
さ
れ
て
い
る

篳
。
も
ち
ろ
ん
、

み
き
は
、
彼
ら
の
意
志
に
反
し
て
強
引
に
救
済
活
動
に
取
り
組
ま
せ
よ
う
と
し

た
わ
け
で
な
か
っ
た
。
以
前
に
作
ら
れ
た

「み
か
ぐ
ら
う
た
」

の
数
え
歌
か
ら

も
、
彼
ら
自
身
が
み
き
の
神
に
よ
る
救
済

の
実
現
を
素
直
に
信
じ
て
、
そ
の
た

め
の
活
動
に
は
自
分
の
意
志
を
定
め
て
か
ら
取
り
組
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
最
も

望
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る

璽
。
し
か
し
、
家
族
の
方
は
、
家
の
通
常
の
生
活
こ

そ
を
最
も
望
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
大
幅
に
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
活
動
上
の

困
難
に
直
面
し
た
と
き
、
み
き

の
要
求
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
た
び
に
み
き
は
、
彼
ら
に
救
済
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
説
得
す

る
た
め
に
、
そ
の
究
極

の
状
態
と
理
由
と
し
て
の
目
的
と
根
拠
に
も
口
頭
で
言

及
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
有
効
な
方
法

と
し
て
、
そ
れ
ら
を
、
誰
も
が
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
さ
ら
に
忘
れ
な
い

よ
う
に

(6。
)、
よ
り
詳
細
に
か
つ
明
確
に
和
歌
に
書
き
残
し
て
い
く
こ
と
を
見
い

出
し
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
誰
よ
り
も
側
近
と
し
て
の
家
族
に
対
し
て
執

筆
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
も
が
い
つ
で
も
読
み
う
る

「お
ふ
で
さ
き
」

の
な
か
で
、
神
が
人
間
と
世
界
を
中
山
家

の
屋
敷
で
形
作

っ
て
い
っ
た
過
程
に

つ
い
て
述
べ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に

〔9
、
そ
の
神
が
ま
さ
に
中
山
家
の
み
き

と
い
う
人
物
を
通
し
て

璽
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
救
済
を
そ
の
身
分
に
関

わ
ら
ず
を
実
現
し
始
め
た
こ
と

蠶
を
宣
言
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



結
び

以
上
、
中
山
み
き
が
、
救
済
を
宣
言
し
、
そ
の
方
法
を
模
索
し
、
そ
の
目
的

と
根
拠
に
言
及
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
主
要
な
条
件
を
探

っ
て
き
た
。

中
山
み
き
が
、
自
分
の
家
の
生
活

に
お
け
る
苦
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
世
界
の
救
済
を
要
求
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
っ
た
の
は
、
当
時
日
本
に
住

ん
で
い
た
人
々
に
と

っ
て
は
世
界
の
秩
序
の
刷
新
に
も
思
わ
れ
た
国
の
体
制
の

転
換
と
そ
れ
に
伴
う
家
の
生
活
様
式

の
変
更
が
進
行
す
る
状
況
に
あ

っ
た
か
ら

と
い
え
る
。
し
か
し
彼
女
が
、
救
済
を
実
現
す
る
方
法
と
し
て
の
儀
礼
を
形
成

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
女
自
身
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の

人
々
に
よ
る
受
容
と
参
加
が
あ

っ
た
か
ら
と

い
え
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
彼
女

が
儀
礼
を
実
施
す
る
論
拠
と
な
る
教
義
を
明
確
か

つ
詳
細
に
表
現
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
解
消
し
な

い
具
体
的
な
困
難
に
加
え
て
、
儀
礼
を
実
施
す

る
た
め
の
活
動
を
め
ぐ
る
周
囲
の
人

々
の
対
抗
や
弾
圧
、
さ
ら
に
は
抵
抗
と
い

っ
た
困
難
に
直
面
し
た
か
ら
と
い
え

る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
急
激
に
変
化
す

る
社
会
状
況
ゆ
え

の
世
界
救
済
の
要
求
、

周
囲
の
人
々
に
よ
る
受
容
と
参
加
に
よ
る
儀
礼
の
形
成
、
さ
ら
に
は
対
抗
と
弾

圧
と
抵
抗
に
対
す
る
教
義
の
表
現
と

い
っ
た
三

つ
の
側
面
が
、
必
ず
し
も
こ
の

順
に
進
行
し
な
か

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
、
み
き

に
よ
る
神
の

世
界
の
救
済

の
希
求
と
周
囲
の
人
々
に
よ
る
各
家
の
生
活
に
お
け
る
利
益
の
要

求
と

の
違

い
は
、
教
義
と
し
て
言
葉
さ
ら
に
は
文
字

に
明
確
に
表
さ
れ
た
後
、

人
々
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
儀
礼
の
様
式
に
も
表
現
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
際
、
人
々
の
各
自
の
救
済
の
経
験
に
基
づ
い
た
参
加
、
協
力
を
、
み

き
が
導
き
出
し
て
い
く
の
み
な
ら
ず
、
中
山
家
の
家
族
達
が
、
参
加
し
な

い

人
々
に
よ
る
対
抗
や
弾
圧
を
回
避
す
る
た
め
に
統
制
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
三
つ
の
側
面
の
相
互
に
影
響
し
合

い
な
が
ら
の
進
行
は
、
参
加
す
る
人

達
の
集
ま
り
が
全
体
と
し
て
も
意
志
を
も
ち
動
き
始
め
た
が
ゆ
え

の
過
程
と
し

て
、
改
め
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

注以
下
、
天

理
教
教
会
本
部
編

『稿

本
天
理
教
教

祖
伝
』

天
理
教
道
友
社

、

一
九

五

六
年
、
は

『
教
祖
伝
』
、
同
編

『稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』

同
社
、

一
九
七

六

年
、
は

『逸
話
篇

』
、
同
編

『
天
理
教
教
典
』

同
社

、

一
九

四
九
年
、
は

『
教
典
』

と
省

略
。

(
1
)
村
上
重
良

「幕
末
維

新
期

に
お
け
る
民
衆
宗
教

の
創
唱

--天
理
教

の
成

立
過

程
」

(
『近
代
民
衆
宗
教
史

の
研
究
』
法
蔵
館

、

一
九
六
三
年
)

は
特

に

こ
の

観
点
を
前
面

に
出
し

て
い
る
。

(2
)
慶
応

二
年

(
一
八
六

六
)

に
、
中
山
家

の
あ

っ
た
大

和
国

の
庄
屋
敷
村

が
属

し
た
藤
堂
藩

の
古
市
代
官
所

に

一
度
呼
び
出
さ
れ

て
事

情
を
聴

か
れ
た
だ
け

で
あ

る

(
『教
祖
伝

』
九

六
頁
)
。

(3
)
奈
良

に
も
中
教
院
が
設
置
さ

れ
、
神

職
は
も
と
よ
り

僧
侶
や
芸
人
ま

で
も
教

導
職

と
し
て
、
国
家
と
そ

の
皇
室

へ
の
敬
意
を
前
提

と
す
る
教
則
を
説

き
広

め
る
こ
と
が
促
さ
れ
た
明
治
七
年
以

降
、
み
き
は
留
置

、
投
獄
を
約
十

八
回

経
験

し
た

(菱
山
謙
二

「
天
理
教
教

団
組
織

の
研
究
」
続
、

『社
会

学
ジ

ャ
ー

ナ
ル
』

∵
b。
、

一
九
七
七
、

二
五
頁
)
。

(4
)
明
治
十

七
年

(
一
八
八
四
)
頃
か
ら

、
京
都

や
大
阪

の
講

元
が

「
教
会
」

設

天理教が発生した条件485



立
を
試

み
始
め
た
。

(
5
)
後

に

「
難
儀
な

る
者
の
味
が
分
か
ら

ん
」

ま
た

「表
門
構
え
玄

関
造

り
で
は

救
け
ら
れ

ん
」
と
説

い
た

(
『逸
話
篇
』
三
頁
)。

(
6
)
高
木

宏
夫

「宗

教
教
団

の
成

立
過
程

-
天
理
教

の
場
合
」

(
『東
洋
文
化

研
究

所
紀
要
』
第
六
号
、

}
九
六
六
年
)
は
、
こ
の
側

面
を
強
調
し

て
い
る
。

(
7
)

ひ
ろ
た
ま

さ
き

「
「世

直
し
」

に
見

る
民
衆

の
世
界
像
」

(
『
日
本

の
社
会
史
第

七
巻

社
会
観
と
世
界
像
』
岩
波
書
店

一
九
八
四
年

)
を
参
考
。

(
8
)

「
四

ツ

よ

の
な
か
」
、

「八

ツ

や
ま
と

ハ

ほ
う
ね

ん
や
」

(
一
下
り
目
)、

「
四

ツ

よ

な
ほ
り
」
、

「八

ツ

や
ま
ひ

の

ね
を
き
ら

ふ
」

(二
下
り
目
)

(以

下

「
み
か
ぐ
ら
う

た
」

は
全
て
、
村
上
重
良
編

『民
衆
宗
教

の
思
想
』
岩

波
書
店
、

一
九
七

一
年
、
所
収

の
も

の
)
。

(
9
)

「
せ
か

い
ぢ
う

み
な

一
れ

つ
ハ

す
み
き
り

て

よ

ふ
き
づ
く
め

に

く

ら
す
事

な
ら
」
第

七
号

の
一
〇
Φ
首
目

(
「お

ふ
で
さ
き
」
も
全

て
、
村
上
重
良
、

前
掲
書

、

一
九
七

一
年

、
か
ら
引

用
)
。
こ
の
歌
か

ら

「陽
気
ぐ
ら
し
」
を
読

み
取

る
の
は
、

『教
典
』
九

五
頁
、

に
従

っ
た
。

(10
)
森

岡
清
美

「
社
会
変
動
と
宗

教
」

(同
編

『変
動
期

の
人
間
と
宗
教
』
未
来
社
、

一
九
七

八
年

)
は
、
「
変
動
促

進
的
」
、
「変

動
妨
害
的
」
な
宗
教

の
社
会

に
対

す

る
作
用
を
指
摘

し
て
い
る
。

(11
)
『教
祖
伝
』

二
五
頁
。

(
12
)
「人

間

の
体

に
譬
え

て
言
え
ば
、
あ

げ
下
し
と
同
じ

よ
う

な
も
の
、
あ
げ
下

し
も
念

入

っ
た
ら
肉

が
下
る
よ
う

成
る
程

に
。
神

が
心
配
。
」
と
言

っ
た
と
さ

・
れ

る
。

(『教
祖
伝
』
九
八
頁
)

(
13
)
例
え
ば

、

「
上
た

る

ハ

だ

ん
だ

ん
せ
か

い

ま
ま

に
す

る

神

の
ざ

ん
ね

ん

な

ん
と
を
も
う
そ
」
三

の
㎝
o。

(
14
)
『教
典
』

三
頁
。

(
15
)
山
伏

が

「加
持
台
」

と
呼
ば
れ

る
巫
女

を
介

し

て
神
仏

に
災

厄
の
解

除
を
祈

願

し
、
神
仏

の
意

志
を
依

頼
者

に
伝
え

る
と

い
う
様
式

で
実
施

さ
れ
て

い
た

(
16
)

(17
)

(18
)

(19
)

(20
)

(21
)

(22
V

(23
)

(忽
)

と
推
測
さ
れ
る
。

864

み
き

の
母
が
隣
村

の
大

和
神
社

の
巫
女

の
家
筋

長
尾
家

の
娘

で
あ

っ
た
と

い

わ
れ
て

い
る

(高
木
宏
夫
、
前
掲
論
文
、
二
九
六
六
年
)
。

島
薗
進

「神

が
か
り
か
ら
救

け
ま

で
--天

理
教

の
発
生

序
説
」

(
『
駒
沢
大
学

仏
教
学
部
論
集
』
第

八
号
、

一
九
七
七
年
)

に
拠

っ
た
。

文
政
十
三
年

(天
保

元
年

)

(
一
八

三
〇
)

の

「
お
か
げ
参
り
」

の
際

に
は

、

現
在

の
天

理
市
域

に
あ

っ
た
荒
蒔
村

で
も

二
三

の
隣
村
と
連
合

の

「お

か
げ

踊
り
」
が
催
さ

れ
た

(矢
野
芳
子

「文

政
十

三
年
お
か
げ
参

り
と
お
か
げ
踊

り
」

(西
垣
晴
次
編

『
伊
勢
信
仰

2
臣
、
鳩
山

閣
、

一
九

八
四
年

)
)
。
天
保

八

年

に
は
、
大
坂

で
元
役
人

の
大
塩
平

八
郎

が
豪
農
層
を
率

い
て
幕
府

の
転
覆

を
試
み
た

(村
上
重
義
、
前
掲
論
文
、

一
九

六
三
年

が
指
摘
)
。

「み
か
ぐ
ら
う

た
」

が
作

ら
れ
始

め
た

の
は
慶
応

三
年
以
降

で
あ
り
、

「
お
ふ

で
さ
き
」

が
執
筆
さ
れ
始
め
た

の
は
明
治

二
年
以
降

で
あ

っ
た
。

・み
き

の
思
想

形
成

に
お

け
る
没
落

の
意

義

は
、
島
薗

進

「
疑

い
と
信

仰

の

間
--中
山
み
き

の
救
け

の
信
仰

の
起
源
」

(
『筑
波
大

学
哲

学
思
想
学
系
論
集
』

一、

一
九
八
二
年

)
で
考
察
さ
れ

て
い
る
。

注
⑤

の
よ
う
に
説

い
た

の
は
、
以
後
約

三
十
年
近
く
後

に
な

っ
て
現
れ
始

め

た
信
徒
達
に
対
し
て
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
池
や
井
戸
に
入
水

し
よ
う

と
し
て
思

い
止
ま

っ
た
と
さ
れ

て

い
る

(『教
祖

伝
』
三

一
頁
)。

例
え
ば
、
安
政

元
年

(
一
八
五

四
)

に
は
、
三
女

の
お
産

の
際
、
腹

部

に
三

度
息
を
か
け

三
度
撫

で

て
お

い
た
と

こ
ろ
、
大

地
震

に
も
か

か
わ
ら
ず
安
産

に
終
わ

っ
た
(
『教
祖
伝
』
八
六
頁
)。

慶
応
三
年

に
記
録

さ
れ
た
参
拝
者

の
名
簿

「御

神
前
銘
記
帳
」

に
は
、
大
和

の
み
な
ら
ず
河
内

、
山

城
、
大
阪
、
阿
波

か
ら

の
参
拝
者

の
名

も
記
載
さ
れ

て
い
る

(高
野
友
治
編

『
改
訂
5
版

天
理
教
史
参
考

年
表
』
養
徳
社

、

一

九
九
〇
年
、

一
八
頁
)
。



(25
)

(26
)

(27
)

(28

)

(29

)

(30
)

(31
)

(32
)

(33
)

(34
)

注
(21
)か
ら
明
ら
か
と

い
え
る
し
、
口
頭
で
説

い
た

こ
と
を
示
す
伝
承
も
み
ら

れ
な

い
。
.

「金
持
」

と
子
守
歌

に
ま

で
歌
わ
れ
た
自
作

農
家

の
山
中
忠
七
は
、
山
も

所

有

し
て
お
り
そ

の
典
型
と

い
え
る

(高

野
友
治

『
先
人
素
描
』
道
友
社
、

一

九
七
九
年
)
。

山
中
忠

七
は
、
毎

日

一
升

入
り

の
米
袋
を
持

っ
て
中
山
家
を
参
拝
し
た
と
さ

れ

て
い
る

(高
野
友
治
、
前
掲
書

、

一
九
七
九
年
)
。

み
き

の
死
後
、

み
き

の
神

の
意
志
を
伝
え

る
役
割
を
務
め
、
「
本
席
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う

に
な
る
大
工
飯
降
伊
蔵
と
そ

の
妻
は
そ

の
典
型
で
あ

る
。

島
薗
進
、
前

掲
論
文
、

一
九

八
二
年

に
お

い
て
、
飯
降
伊
蔵

夫
婦

と
み
き

の
交
流

の
意
義
が
考
察
さ
れ
て

い
る
。

山
中
忠
七
は
、
働
き
者

の
百
姓
と
し

て
藩
主
か
ら
報
奨
さ
れ
た

の
み
な
ら
ず
、

貧
し

い
人

々
に
よ
く
施
し

て
い
た
と

い
わ
れ
て

い
る

(高

野
友
治
、
前
掲
書
、

一
九
七
九
年
、

一
四
頁
)
。
飯
降
伊
蔵
も
、
大
工
仕
事

の
合

間
に
小
間
物
を
作

っ
て
顧
客

を
喜
ば
せ
た

と
さ
れ

て

い
る
(上

田
英
蔵

『新

版

飯
降
伊
蔵
伝
』

善

本
社

、

一
九

九
五
年

、

一
〇
頁
)
。

百
姓

の
辻
忠
作

は
、
み
き

に
教
え

ら
れ
た
儀
礼
を
実
施

し
始

め
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
妹

の
心

の
病
が
治

ら
な
か

っ
た
と
き
、

み
き

か
ら
儀
礼

の
実
施
時

間
を
短

縮
し

て
い
た

こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

(高

野
友
治

『御
存
命

の
頃
-改
修

版
』
道
友
社
、

一
九
七

冖
年
、
上
巻

一
三
五
頁
)
。

毎

月
二
六

日
に
は
、
参
拝
者

が
室
内

に
入
り
き
ら
な

い
ほ
ど
集

ま

っ
て

い
た

と

さ
れ

て

い
る

(
『教
祖
伝
』
四
九
頁
)
。

注
(31
)の
辻
忠
作
は
、
妹

の
病
気

の
回
復
以
後
も
、
み
き

の
神
を
お
産

の
神
様

と

思

っ
て

い
た

の
で
、

二
年
間

ほ
ど
参
拝
を

し
な
か

っ
た
(高
野
友
治
、
前
掲

書
、

一
九
七
九
年
、

「
一
頁
)。

妻
と
相

談
し
た
飯
降
伊
蔵

が
お
礼
と

し
て
の
社
建
造

の
申
し
出
た

こ
と

か
ら

始
ま

っ
た
。

み
き

は
そ

の
申

し
出
を

「小

さ
い
も

の
」

の
建
造

に
替
え
た
が
、

(35
)

(36
)

(37
)

(38
V

　
4039

信
徒
達
は
相
談

の
結
果
よ
り
大
き

な
建
物

の
建
築
を
計

画
し
、
大
地
主

の
山

中
忠
七
は
材
木
を
提
供
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
方

、
飯
降
伊
蔵
は
大

工
と

し
て
毎

日

の
よ
う

に
中
山
家

に
通

っ
て
作
業
し
た
。

(『
教
祖
伝
』
第

四
章
参

照
)

し
か
し
、
そ

の

一
方

で
、
安
産

や
雨
乞

い
と

い

っ
た
特
定

の
困
難

の
解
消

の

た

め
に
も

実
施

さ
れ
続
け
た
。
ま

た
、
病
人

に
面
し

て
実
施

す
る
儀
礼

が
信

徒
達

に
許
可
さ
れ
る
よ
う

に
な
り

、
「
さ
づ
け
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う

に
な

っ
た

(
『教
祖
伝
』

一
二
五
頁
)
。

そ

の
第

}
節
は
、
「あ

し
き
を

は
ら
う

て
た
す
け
た
ま

へ

て
ん
り
わ
う

の
み

こ
と
」

で
あ
り

、
神
に
対
す
る
人

間
の
祈

願

の
意
志
を
表
現

し

て
い
る
と
解

釈

で
き
る
。

一
方
十
二
下
り
あ

る
数
え
歌
は
、

「元

の
か

み
」

「じ

つ
の
か

み
」

に
よ
る

「
た
す

け
」

を
も
た

ら
す
た
め

に
、
勝
手

な

「よ
く

」
を
捨

て

て
、

「
つ
と
め
」
と
日

々
の
寄
進

.
「
ひ
の
き

し
ん
」

に
取
り
組
む
と

い
う
態
度
を
神

が
人
間
に
要
求

し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

「手
振
り
」
と
呼
ば

れ
、
個

々
の
動
作

と
し
て

の
振
り
は
、
教
義

上
意
味
あ

る
も

の
と
し
て
解
釈
さ
れ

て
い
る
。

「鳴
物
」
と
呼
ば

れ
、
拍
子
木
を
は
じ

め
、
太

鼓
、
小
鼓
、
太

鼓
、
ち

ゃ
ん

ぽ

ん
、
す

り
が
ね

、
堤
、
笛

が
男
性

に
よ

っ
て
演
奏

さ
れ
、

琴
、

三
味

線
、

胡
弓
が
女
性

に
よ

っ
て
演
奏

さ
れ
る
。

『逸
話
篇
』

二
五
頁
。

人
間
創
造

の
地
と

し
て
中
山
家

の
屋
敷
内

に
設
定

さ
れ
た

「ぢ
ば
」

の
周
囲

で
、
人
間
を
創
造

し
た

「
月
日
」
両
神
と
そ

の
際
道
具
と
し

て
用

い
ら
れ
た

八

つ
神

々
を
表
す
仮
面
を
装
着
し
た
十
人
が
、馬

鳴
物
」

に
よ

っ
て
伴
奏
さ
れ

る

「
み
か
ぐ
ら
う
た
」

の
前

三
節

に
合
わ

せ
た

「手

振
り
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
神

の

「
守
護
」
を
表
現
す

る

「
か
ぐ
ら
つ
と

め
」

が
、
公
式
教
義

に
お

い

て
は
最
も
高

い
権
威
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。

「ぢ
ば
」

の
上
に
は
、
神
か
ら

の

恩
恵

を
受

け
取
る
台
を
表
す

六
角
柱

の
標
識

「か

ん
う
だ

い
」

が
当
初

は
石

天理教が発生した条件487



　
42

　
41
)

 

(43
)

(44
)

(45
)

(46
)

(47
)

製
で
設
置
さ
れ
る
予
定

で
あ

っ
た
。

「
つ
と
め
」

は

「
よ
ふ
き
つ
と
め
」
と
も
呼
ば
れ
る

(『
教
祖
伝
』
七

二
頁
)
。

夫
善
兵

衛
は
嘉
永

六
年

に
死
去

し
た
。

こ
の
直
後

み
き

の
要
求

に
従

っ
て
、

大

阪

で
神
名
を

唱
え
た
と

い
わ
れ
る
五
女

の
こ
か

ん
は
、
み
き

の
後
継
者
と

み
な
さ
れ

て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
八
年
に
重
病
で
倒

れ
死
去

し
た
。

そ
し

て
長
男

の
秀
司
も
、
結

局
そ

の
足

の
痛

み
が
完

治
し
な

い
ま
ま
、
明
治

十
五
年

に
み
き

に
先
立

っ
て

い
る
。

そ
れ
ぞ

れ
順

に

一
首

だ
け

上
げ

る
と

、

「
こ
れ
ま

で
の

ざ

ん
ね

ん
な
る

ハ

な
に

の
事

あ
し

の
ち
ん
ば

が

一
の
ざ

ん
ね
ん
」

}
の
ω
一
、
「
こ

の
た
び

の

な

や
む
と

こ
ろ

ハ

つ
ら
か
ろ

ふ

あ
と

の
と

こ
ろ
の

た

の
し
み
を

み
よ
」

九

の
ω
①
。

(橋
本
武

『
ひ
な

が
た

の
陰

に
』
天
理
教
道
友
社

、

一
九

五

二
年

、
参

考
)

例
え
ば

、
近

所
の
産
婦
は
、
彼
女

の
患

い
が
、

み
き

に
よ
る
儀
礼

の
実
施

に

も
か
か
わ

ら
ず
悪
化
し
た
と
き

、
彼
女
が

み
き
が
否

定
し
た
と
さ
れ
る
当
時

の
お
産

の
習

俗
に
従

っ
た

こ
と
を

指
摘
さ
れ
、

み
き

の
神

へ
の
全
面
的
な
信

頼
を

要
求
さ
れ
た

(『教
祖
伝
』

三
七
頁
)
。

「
一
ツ

ひ

の
も
と

し
よ
や
し
き

の

つ
と
め

の
ば

し
よ

ハ

よ
の
も
と

ワ

や
」

(
三
下
り
目

)
、

「九

ツ

こ

こ
は
こ

の
よ

の

も

と

の
ち
ば

め
づ

ら

し
と
こ
ろ
が

あ

ら
は
れ
た
」

(五
下
り
目
)
。

針

ヶ
別
所
村

の
助
蔵
と

い
う
信
徒

が
、
自
分

の
家

の
村

が

「
本
地
」

で
、
中

山
家

の
あ
る

「
庄
屋
敷
」
村
が

「
垂
迹
」
で
あ

る
と

言

っ
た

(『教
祖
伝
』
六

四
頁
)。

村

人
に
よ
る
み
き
の
活

動
に
対
す
る
嘲
笑
と
非

難
が
、

「
五
ツ

い
つ
も
わ
ら

は
れ

そ
し

ら
れ
て

め
づ
ら
し
た
す
け
を

す

る
ほ
ど

に
」

(「
み
か
ぐ
ら

う

た
」

三
下
り

目
)
と
表
現

さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
特

に
山
伏
は
、
中
山
家

で
暴
力
を
振

る

っ
た
上
、
そ

こ
で
の
活
動
を
代
官
所

に
訴
え

た

(『
教
祖
伝
』

六
八
頁
)。

(48
)

(49
)

(50
)

(51
)

　
53
)

　
52
)

神
祇
管
領

の
吉

田
家
か
ら
大
和

一
円

の
神
職
取
締

の
役
を
任

さ
れ

て
い
た
神

Q。。。4

職
守
屋
筑
前

は
、
あ

る
有
力
な
信
徒

の
親
戚

で
あ

っ
た

こ
と

も
あ
り
、
長

男

の
秀

司

に
吉

田
家

の
許
状
を

貰
う

こ
と
を

勧
め
、
協

力

し
た

(高

野
友
治
、

前
掲
書
、

一
九

七

一
年
、
上
巻

参
照
)。

み
き
は
、
信
徒
た
ち
に
、
元
治

元
年

(
一
八
六

四
)

「
つ
と
め
場
所
」

の
棟
上

げ

の
日

に
、
近
村

で
由
緒

あ

る
と

み
な
さ
れ

て
い
た
大
和

神

社

の
前

で
の

「
つ
と
め
」
を
促

し
た
。
ま

た
明
治
七
年

(
一
八
七
四
)

に
は
、
執

筆
し
た

「お

ふ
で
さ
き
」
第
三
号
と
第

四
号
を
も
た

せ
て
、

同
神
社

の
神
職
と
由
緒

で

は
な
く

「守
護
」

に

つ
い
て
詰

問
さ
せ

て
い
る
。
特

に
後
者

の
行
為
は
、

「お

ふ
で
さ
き
」
第

五
号

で
あ
ら
か
じ
め
予

言
さ
れ

て
い
る
と

み
な
さ
れ

て
い
る

(『教
祖
伝
』

一
一
四
頁
)
。

秀
司

が
神
職
守

屋
筑

前

の
協

力

で
吉

田
神
道

家

の
許
状
を
得

る

の
に
成
功

し

た
と
き
、

「吉
田
家
も
偉

い
よ
う

な
れ
ど
も
、

一
の
枝

の
ご
と
き
も

の
や
。
枯

れ
る
時
あ
る
。
」
と
言

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
七
年

に
お
け

る
大

和
神
社

で
の
神

職
と

の
問
答

の
後
、

一
連

の
呼

び
出
し

や
神

具

の
没
収
、
信

仰
差

し
止
め

の
命
令

を
受
け

る
た
び

に
、
み
き

は
自
分

の
神

の
救

済

に
言
及

し
、
間
も
な
く

執
筆

し
た

「お

ふ
で
さ
き
」

第
六
号

で
よ
り
詳

細

に
記
述

し

て
い

っ
た

(『
教
祖
伝
』

=

五
-

一
二
四
頁
)
。

こ
の
こ
と
は

、
菱
山

謙

二
、
前
掲
論
文

、

一
九
七
七
年
、

で
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、

「高

山

の

御
池

に
涌

い
た

水
な
れ

ど

出
端

は
濁

り

こ
も

く
混
じ
り

て
」

二

の
ト。
0
、

「だ

ん
だ

ん
と

心
鎮

め

て

思
案

す

.

る

澄

ん
だ

る
水
と

替

ハ
り

く
る
そ
や
」

二

の
b。
①

(「高

山
」
を
為
政
者
、

「こ
も
く
」

は
ゴ
ミ
と
解
釈
。
な
お
漢
字
表
記

は
筆

者
に
よ

る
。
)

注
(50

Vの
二
例
目
参
照
。

明
治

五
年

に
設

置
さ
れ
た
教
部
省
は
、

国
家

、
天
理
、
皇
室

へ
の
敬
意
を
説

い
た

三
条

の
教

則
を

教
導
職

に
採
用

し
た
僧

侶
や
神
職

や
芸

人
に
よ

る
説
教

に
よ

っ
て
広
め
よ
う
と

し
た
。

一
方
、
明
治
六
年

に
は
、

「梓
市
子
等

ノ
所
業



(騒
)

(55
)

(56
)

(57
)

(58
)

(59
)

禁

止
令
」
、

「
禁
厭

祈
祷

ヲ
以

テ
医
薬

ヲ
防

グ

ル
者

取
締

リ
令
」
を

定

め
た

(菱
山
謙
二
、
前
掲
論
文
、

一
九
七
七
年

)。

例
え
ば

、

「
こ
の
と

こ
ろ

元
な

る
ぢ
ば

の

事

な
ら
ば

は

ち
ま
り
だ
し

を

し
ら

ん
事

な
し
」

七

の
心
、
「
上
た
る
ゑ

こ
の
し

ん
ぢ

つ
を

は

や
は

や
と

し

ら
し
て
や
ろ
と

月

日
を
も

ゑ
ど
」

七

の
α

(「
月
日
」

は
人
間
を

始
め
た
二

つ
の
神
、
「
上
」

は
為

政
者

と
解
釈

で
き

る
)
。

「
つ
と

め
場

所
」
棟
上
げ

の
日

の
大
和
神
社

で
の

「
つ
と
め
」
実
施

に
よ
る

留

置

の
後

、
で
き
か
か

っ
て

い
た
講
社
が

で
き

な
く
な

っ
た
ど
さ
れ

て

い
る

(『
教
祖
伝

』
五
八
頁
)
。

飯
降
伊
蔵

は
、
中
山
家

に
家
族

諸
共
住

み
込
む

こ
と
を
み
き
か
ら
要
求

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
が
、
親
戚

や
隣
人
ら

の
反
対

や
自

分

の
家

の
み
な

ら
ず
中

山

家

で
の
不
安
定

な
生
活
状

況
を

考
慮
し

て
容
易

に
承
諾
し
よ
う
と
は

し
な

か

っ
た

(奥

谷
文

智

『
本
席
さ
ま

--飯
降
伊
蔵

翁
傳
』

天
理
書

房
、

一
九

五

九
年

、
参

考
)。

秀

司
は
、
慶
応

三
年

に
は
、
神
祇

管
領

で
あ

っ
た
吉

田
家
に
、
明
治
十

三
年

(
一
八
八
○
)
に
は
、
地
福
寺
と

い
う

加
持
祈
祷
の
儀
礼
を
行
う

仏
教
寺
院

へ

の
所

属
を
実

現
し
た
。

秀

司
が
内
縁

の
妻

と
そ

の
子
を
中

山
家

に
同
居
さ

せ
て

い
る
こ
と
が

「普
請

の
邪
魔
」

に
な

る

「悪
事

」
と
し

て
非

難
さ
れ

て
い
る

「
こ
の
あ
く

じ

す

き

や
か

の
け
ん

事

に

て

ハ

ふ
し
ん

の
し
ゃ
ま

に

な

る
と
こ
そ

し
れ
」

一
の
ω
0
。

ま
た
、
神
意
伝

達
の
後

継
者
と
み
な

さ
れ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

看
病
し
た
姉

の
家
に
後
妻
と

し
て
残
ろ
う
と
し
た

五
女

の
こ
か
ん

の
行

為
も
非

難
さ
れ

て

い
る

「
に
ん
け
ん

ハ

あ
ざ

な

い
も

の
で

あ
る
か
ら
に

月

日
ゆ

ハ
れ

る

事
を

そ
む

い
た
」

十

一
の
ω
①
。

(橋
本
武

、
前
掲
書
、
参

考
)

例
え
ば

、

「
六

ツ

む
り

に

で
や
う

と

い
ふ
で
な

い

こ
こ
ろ
さ
だ
め

の

つ
く
ま

で

ハ
」

(九
下
り
目
)
。

　
61

　
60
)

 

(62

)

(63
)

『教
祖
伝

』

一
六
八
頁
参
考
。

例
え
ば

、
「
こ

の
よ

ふ
の

は
じ
ま

り
だ
し

ハ

や
ま
と

に
て

や
ま

べ
こ

ふ
り

の

し
よ
や
し
き

な
り
」

十

一
の
Φ
り
、

「
そ

の
う

ち

に

な
か
や
ま
う

ち
と

ゆ
う

や
し
き

に
ん
け
ん
は

じ
め

ど

ふ
く
み

へ
る

で
」

十

一
の

ざ
。

例
え
ば
、

「
い
ま
な

る
の

月

日
の
を
も

う

事

な
る
わ

く

ち
わ

に
ん
け

ん

心
月

日
や
」

十
二

の
①
刈
、

「
に
ん
け

ん
を

は
じ
め

た
し
た

る

こ

の

を
や

ハ

そ
ん
め
ゑ

で
い
る

こ
れ
が
ま

こ
と
や
」
十
三

の
ω
結

例
え
ば
、

「
こ

の
は
な

し

一
寸

の
事

や
と

を
も
う

な
よ

せ
か

い

一
れ

つ

た
す
け
た

い
か
ら
」

四
の
這
①
。

天理教が発生した条件489



          Conditions on which Tenrikyo emerged 

                         Masahide OKAO 

   Tenrikyo which has its head office at Tenri city in Nara is a religion which has a founder 

NAKAYAMA Miki(1798-1887) who is said to have been a "shrine" of God since 1838. So you can see the 
founder began Tenrikyo. In fact the founder presented the doctorine and ritual of Tenrikyo to people. 

But we can say this presentation was possible because not only people but also NAKAYAMA Miki 

hoped the renovation of the order of the world as a whole in the period around the restoration when 

institutions of the nation and the way of life in houses change rapidly. And we can say the ritual which 

she began to do in order to clear troubles around her in daily life was developed, because it was 

accepted and participated by people. And we can say further, Tenrikyo's doctorine that the God of the 
founder relieve all the people in the world because it made humane and this world at Nakayama's house 

had to be established because even the participants resisted the activity for the realization of salvation 

which she demanded. In brief, Tenrikyo one of the religions which communicate with the existence 
which surpasses humane beings, emerged on the above conditions of social situations and relationships. 

Key words 

   Tenrikyo, NAKAYAMA Miki, people around her, ritual, resistance 
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