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尊
は
〝
艮
の
金
神
〟
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。

国
祖
の
大
神
さ
ま
が
、
長
い
間
隠
退
さ
れ
て
、

陰
か
ら
守
っ
て
お
ら
れ
た
間
、
世
の
中
は
悪
く
な
っ

て
い
き
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
世
の
中
は
潰
れ
て
し

ま
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
明
治
二
十
五
年
旧
正
月
、
節
分
の
こ

と
で
す
。
国
祖
・
国
常
立
尊
は
出
口
な
お
に
神
が

か
り
さ
れ
て
、『
初
発
の
神
諭
』
に
示
さ
れ
た
よ
う

に
、
乱
れ
切
っ
た
世
を
、
根
本
か
ら
立
替
え
立
直

す
と
宣
言
し
、
元
の
神
代
に
戻
し
て
、〝
み
ろ
く
の

世
〟
を
建
設
さ
れ
る
た
め
、
再
現
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

大
本
の
四
大
大
祭
の
一
つ
で
、
毎
年
二
月
三
日

に
執
り
行
わ
れ
る
節
分
大
祭
は
、
国
常
立
尊
が
主

宰
神
と
し
て
、
復
権
さ
れ
た
こ
と
を
寿
ぎ
ま
つ
る

御
祭
り
で
す
。
同
時
に
、
世
界
の
人
民
は
、
神
か

ら
分
け
与
え
ら
れ
て
い
る
身
魂
を
曇
ら
し
て
、〝
体

主
霊
従
〟〝
我
よ
し
強
い
も
の
勝
ち
〟
の
や
り
方
で
、

天
地
ま
で
汚
し
、
再
び
元
の
泥
海
に
な
っ
て
し
ま

い
、
人
民
三
分
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
世
が
迫
っ
て

い
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
状
態
、
曇
り
き
っ

て
い
る
邪
気
を
、
大
本
発
祥
の
綾
部
の
聖
地
で
、

夜
を
徹
し
て
行
う
大
、
中
、
小
の
潔
斎
神
事
を
も
っ

て
、
節
分
の
日
に
祓
わ
し
て
い
た
だ
く
、
大
き
な

意
義
の
あ
る
御
祭
り
で
も
あ
り
ま
す
。
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明
治
二
十
五
年
の
節
分
、
開
祖
・
出
口
な
お
に

神
が
か
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
額
が
熱
く
な
り
、

全
身
に
力
が
み
な
ぎ
り
、
目
は
輝
い
て
、
腹
の
底

か
ら
抑
え
き
れ
な
い
威
厳
あ
る
大
き
な
声
が
出
ま

し
た
。
さ
ら
に
は
毎
夜
の
水
行
を
命
じ
ら
れ
、
絶

食
の
ま
ま
で
、
こ
の
状
態
が
十
三
日
間
続
き
ま
す
。

大
掃
除
を
致
し
て
、
天
下
泰
平
に
世
を
治
め
て
万

古
末
代
つ
づ
く
神
国
の
世
に
い
た
す
ぞ
よ
。
神
の

申
し
た
こ
と
は
、
一
分
一
厘
違
わ
ん
ぞ
よ
。
毛
筋

の
横
幅
ほ
ど
も
、
間
違
い
は
な
い
ぞ
よ
。
こ
れ
が

違
う
た
ら
、
神
は
こ
の
世
に
お
ら
ん
ぞ
よ
』。
と
神

の
言
葉
に
は
全
く
誤
り
が
な
い
こ
と
を
述
べ
、
も

し
少
し
で
も
間
違
っ
て
い
た
ら
、
神
自
身
、
そ
の

存
在
意
義
を
失
う
と
さ
え
断
言
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
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開
祖
に
懸か

か
ら
れ
た
神
は
、
艮
う
し
と
らの
金こ
ん
じ
ん神
と
名
乗

り
ま
す
が
、
国
常
立
尊
と
も
い
い
、
こ
の
世
の
元

を
造
り
固
め
ら
れ
た
、
国
祖
の
大
神
さ
ま
で
す
。

国
常
立
尊
が
治
め
て
い
た
神
代
の
時
代
、
大
変
厳

格
に
神
さ
ま
の
理
想
ど
お
り
に
神
政
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
世
が
だ
ん
だ
ん
開
け
て
い
く
と
多
く

の
神
の
中
に
は
、
善
一
筋
の
厳
格
な
国
常
立
尊
の

神
政
に
対
し
て
、「
こ
ん
な
厳
し
い
の
は
、
か
な
わ

な
い
。
も
っ
と
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
さ
せ
て
ほ

し
い
」
と
い
っ
た
わ
が
ま
ま
な
風
潮
も
出
て
き
ま

す
。
や
が
て
そ
れ
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

最
終
的
に
、
そ
れ
ら
の
神
々
は
国
祖
に
迫
り
、
仕

方
な
く
国
祖
は
隠
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
方
向
が
艮
う
し
と
ら（
東
北
）
で
あ
っ
た
た
め
、
国
常
立

亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
を
持
た
れ
て
、
な
ん

と
か
助
け
た
い
、
こ
の
世
の
中
を
良
く
し
て
い
き

た
い
、
と
い
う
神
の
御
心
で
も
あ
り
ま
す
。
人
類

は
少
し
で
も
早
く
神
の
ご
意
志
を
知
っ
て
、
良
い

方
に
心
を
変
え
て
ほ
し
い
と
、
い
わ
ゆ
る
改
心
を

迫
っ
て
い
る
の
で
す
。

�ÃÁ�w�¤�T�’「
天
の
使
命
が
大
な
る
者
は
、
そ
の
苦
難
ま
た
大

な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
出
口
な
お

が
神
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り

で
し
た
。

な
お
は
天
保
七
年
、
天
保
大
飢
饉
の
年
に
、
苗

字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
郷
宿
も
つ
と
め
た
桐
村
家
に

生
れ
ま
し
た
が
、
父
・
五
郎
三
郎
の
浪
費
癖
も
あ

り
、
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
っ
て
い
く
中
で
、
成
長

し
ま
す
。
父
が
亡
く
な
り
、
と
う
と
う
財
産
も
な

く
な
り
、
十
歳
で
奉
公
に
出
ま
す
。
そ
れ
か
ら
出

口
家
の
養
女
と
な
っ
て
、
大
工
の
政
五
郎
と
結
婚

さ
れ
ま
す
。
夫
は
大
工
と
し
て
の
腕
は
良
か
っ
た

の
で
す
が
、
お
酒
好
き
で
芝
居
好
き
、
無
頓
着
で

楽
天
的
な
性
格
で
、
家
を
建
て
て
も
き
ち
ん
と
お

金
を
も
ら
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
、
お
人
よ

し
で
し
た
。
そ
れ
を
悪
用
し
て
払
わ
な
い
人
も
い

て
、
家
計
は
ど
ん
ど
ん
苦
し
く
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。な

お
は
三
男
五
女
の
子
供
た
ち
を
養
う
た
め
、

饅
頭
売
り
や
紙
屑
買
い
な
ど
を
し
な
が
ら
、
家
計

を
支
え
ま
す
。
こ
の
時
代
の
こ
と
を
五
女
の
す
み

子
（
後
の
二
代
教
主
）
は
『
開
祖
さ
ま
が
大
本
の

御
用
を
な
さ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
た
め
に
、

神
様
が
ず
っ
と
お
落
と
し
に
な
っ
て
、
そ
し
て
辛

苦
艱
難
を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
帰
神
に
な
ら
れ

た
頃
が
、
も
う
綾
部
で
は
私
の
家
ほ
ど
、
落
ち
ぶ

れ
た
も
の
は
な
い
く
ら
い
で
し
た
』（「
神
の
国
」）

と
語
っ
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
以
上
の
苦
労
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
ご
聖

苦
の
末
、
な
お
の
人
格
と
、
国
常
立
尊
の
神
性
が

相
応
し
、
神
が
か
り
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
神
が
か
り
が
あ
っ
て
、
神
さ
ま
と
の
関
係
が

で
き
た
の
で
は
な
く
、
神
は
な
お
の
前
世
か
ら
ず
っ

と
見
守
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
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現
代
は
、
経
済
中
心
の
物
質
至
上
主
義
で
、
自

然
破
壊
が
限
り
な
く
進
み
、
地
球
規
模
で
の
異
常

気
象
が
起
こ
り
、
貧
富
の
差
が
進
み
、
競
争
社
会

が
激
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。『
大
本
神
諭
』
に
よ

る
と
〝
我
よ
し
、強
い
も
の
勝
ち
〟
の
世
の
中
で
す
。

こ
れ
に
対
し
『
金
銀
を
余
り
大
切
に
致
す
と
、

世
は
何
時
ま
で
も
治
ま
ら
ん
か
ら
、
艮
の
金
神
の

天あ
つ
ぱ
れ晴

守
護
に
な
り
た
ら
、
天お
つ
ち
か
ら
あ
が
り
た

産
物
自
給
其
の
国
々

の
物
で
生い

け活
る
様
に
い
た
し
て
、
天
地
へ
御
目
に

掛
け
る
仕
組
が
い
た
し
て
あ
る
ぞ
よ
』
と
預
言
し

て
い
ま
す
。

自
分
た
ち
の
国
で
、
お
土
か
ら
上
が
っ
た
も
の

を
い
た
だ
く
〝
天
産
物
自
給
〟
の
時
代
が
く
る
と

い
う
の
で
す
。
開
祖
は
、
百
万
円
よ
り
も
ひ
と
握

り
の
お
土
の
方
が
、
大
事
だ
と
思
わ
さ
れ
る
時
代

が
来
る
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
今
こ
そ
、

お
土
を
大
切
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
が
き
て

い
ま
す
。

『
今
の
世
界
の
人
民
は
、
こ
の
世
に
神
は
要
ら
ん

も
の
に
致
し
て
、
神
を
下
に
見
下
し
、
人
民
よ
り

エ
ラ
イ
も
の
は
無
き
よ
う
に
思
う
て
居
る
が
、
見

て
御
座
れ
よ
、
岩
戸
開
き
の
真
っ
最
中
に
成
り
て

く
る
と
、
知
識
で
も
学
で
も
、
金
銀
を
何
ほ
ど
積

み
て
居
り
て
も
、
今
度
は
神
に
す
が
り
て
、
誠
の

神
力
で
な
い
と
大
峠
は
越
せ
ん
ぞ
よ
』。

本
当
に
こ
の
世
が
行
き
詰
ま
っ
た
時
に
、
金
で

は
も
ち
ろ
ん
駄
目
で
、
知
恵
や
学
で
も
、
も
う
ど

う
に
も
な
ら
な
い
時
代
が
近
づ
い
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
、
本
当
の
意
味
で
の
大

峠
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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こ
こ
百
年
間
は
、
歴
史
的
に
大
き
な
変
化
が
あ

り
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
行
き
詰
ま
り
つ
つ
、
清

算
さ
れ
、
悪
い
も
の
は
徐
々
に
暴
か
れ
る
よ
う
に

も
な
り
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
世
の
中
が
少
し
ず

つ
良
く
な
り
、
理
想
の
世
界
に
向
か
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
経
験
し
な
が
ら
、

一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
心
を
変
え
て
い
こ
う
と
い

う
は
た
ら
き
が
徐
々
に
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て

悪
事
は
許
さ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

自
然
と
夜
が
明
け
る
よ
う
に
、
人
の
天
賦
の
心
が
、

「
こ
う
し
た
ら
良
く
な
る
ん
だ
」
と
得
心
し
な
い
と

世
界
は
良
く
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
本
当
の
改
心

だ
と
思
い
ま
す
。

み
ろ
く
の
世
建
設
の
た
め
に
は
、
個
人
、
地
域
、

国
、
世
界
、
そ
し
て
地
球
、
宇
宙
全
体
で
進
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ
へ
今
、
限
り
な
く

進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

『
大
本
神
諭
』
は
、
神
が
人
類
に
対
し
て
ご
存
在

を
実
証
さ
れ
、
そ
の
御
心
に
沿
う
よ
う
示
さ
れ
た
、

権
威
と
愛
に
満
ち
た
福
音
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

親
が
自
分
の
子
を
愛
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
神

は
万
類
に
手
を
差
し
延
べ
て
導
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
の
で
す
。

そ
ん
な
中
、
な
お
は
神
さ
ま
に
「
あ
な
た
は
何

神
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
ま
す
。
す

る
と
、
な
お
の
腹
の
底
か
ら
男
神
の
声
で
「
こ
の

方
は
艮
の
金
神
で
あ
る
ぞ
よ
」
と
言
葉
が
返
っ
て

き
ま
す
。「
こ
の
体
か
ら
引
き
取
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
い
う
と
、「
こ
の
方
、
こ
れ
よ
り
、
汝
の
身
を
守

る
ぞ
よ
」
と
答
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
答
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
自
分
に
懸か

か
っ
た
神
さ
ま
が
、

世
に
言
う
祟た
た

り
神
で
は
な
く
、
尊
厳
の
あ
る
世
の

元
の
生
神
さ
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
少
し
ず

つ
理
解
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

な
お
は
慎
み
深
い
性
格
だ
っ
た
の
で
、
大
き
な

声
が
近
所
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
を
心
配
さ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
艮
の
金
神
に
お
願
い
し
、
声
の
代

わ
り
に
、
い
わ
ゆ
る
自
動
書
記
で
書
か
れ
た
も
の

が
お
筆
先
で
す
。
明
治
二
十
五
年
か
ら
大
正
七
年

に
昇
天
さ
れ
る
ま
で
、
二
十
七
年
間
に
わ
た
っ
て

書
か
れ
、
そ
の
数
は
半
紙
に
し
て
、
約
二
十
万
枚

に
及
び
ま
し
た
。
そ
の
膨
大
な
量
の
一
つ
一
つ
に

は
神
秘
に
満
ち
た
、
預
言
警
告
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。そ

れ
は
〝
神
の
経
綸
〟
で
あ
り
、
世
の
中
を
立

替
え
立
直
し
て
、
や
が
て
み
ろ
く
の
世
へ
到
達
す

る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
さ
ら
に
は
日
常
生
活
の

あ
り
方
ま
で
も
、
詳
し
く
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

『
お
照
ら
し
は
一
体
、
世
界
一
つ
に
治
め
る
経

綸
』。
こ
れ
は
、
今
の
世
の
中
は
バ
ラ
バ
ラ
だ
け
れ

ど
、
最
後
は
世
界
を
一
つ
に
治
め
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
、
最
初
か
ら
断
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
十

年
前
に
は
思
い
も
及
ば
な
か
っ
た
、
実
質
的
な
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
思
い
ま
す
と
、
世
界
の
将
来
を
見

通
し
て
、
そ
こ
へ
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。

人
類
を
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
け
ば
、
い
わ
ゆ
る

神
代
に
な
る
前
の
泥
海
に
か
え
っ
て
し
ま
い
、
滅
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大
本
の
二
人
の
教
祖
、
出
口
な
お
と
出
口

王
仁
三
郎
は
、
ど
ち
ら
も
大
預
言
者
で
、
大
本

を
築
き
あ
げ
ま
し
た
。
開
祖
・
出
口
な
お
が
神

が
か
り
と
な
り
、
示
さ
れ
た
の
が
お
筆
先
で
す
。

そ
れ
を
王
仁
三
郎
が
編
集
し
、
後
に
『
大
本
神

諭
』
と
な
り
ま
し
た
。

『
三
千
世
界
一
度
に
ひ
ら
く
梅
の
花
、
艮
の

金
神
の
世
に
な
り
た
ぞ
よ
。
梅
で
開
い
て
松
で

治
め
る
、
神
国
の
世
に
な
り
た
ぞ
よ
』。

こ
れ
は
、
お
筆
先
の
一
番
最
初
に
出
た
『
初

発
の
神
諭
』
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
か
ら

す
べ
て
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
三
千
世
界
と
は
、

現
界
、
霊
界
を
含
ん
だ
宇
宙
全
体
を
指
し
ま
す
。

そ
の
三
千
世
界
に
神
の
世
が
到
来
し
た
と
宣
言

さ
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
続
け
て
『
こ
の
世
は
、
神
が
か
ま

わ
な
ゆ
け
ぬ
世
で
あ
る
ぞ
よ
。
今
は
獣
の
世
、

強
い
も
の
勝
ち
の
悪
魔
ば
か
り
の
世
で
あ
る
ぞ

よ
。
世
界
は
獣
の
世
に
な
り
て
お
る
ぞ
よ
。
悪

神
に
ば
か
さ
れ
て
、
ま
だ
目
が
さ
め
ん
、
暗
が

り
の
世
に
な
り
た
ぞ
よ
。
こ
れ
で
は
、
世
は

立
ち
て
は
行
か
ん
か
ら
、
神
が
表
に
現
れ
て
、

三
千
世
界
の
立
替
立
直
し
を
致
す
ぞ
よ
。
用
意

を
な
さ
れ
よ
。
こ
の
世
は
、
さ
っ
ぱ
り
さ
ら
つ

に
致
し
て
し
も
う
ぞ
よ
。
三
千
世
界
の
大
洗
濯
、

講師 ��
™
1 € 1 •

�>
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得
」、
講
話
「
信
仰
生
活
の
あ
り
方
〜
ご
神
書
・
機

関
誌
の
紹
介
〜
」、「
大
本
の
使
命
と
ご
神
業
奉
仕
」

を
受
講
し
た
ほ
か
、
基
本
宣
伝
歌
の
拝
誦
と
愛
善

歌
の
実
習
、
茶
席
入
席
、
お
作
品
拝
観
な
ど
を
行
っ

た
。
ま
た
、「
総
合
質
問
会
」
で
は
様
々
な
質
問
が

寄
せ
ら
れ
、
講
師
が
回
答
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
日
頃
か
ら
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
、
神
さ
ま
の
お
力
に
添
え
る
よ
う

努
力
し
て
い
き
た
い
で
す
」。「
普
段
聞
け
な
い
こ

と
を
質
問
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
」
な
ど
の
声
が

寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
春
季
大
祭

東
光
苑
春
季
大
祭
は
四
月
十
三
日
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
出
口
眞
人
氏
の
も
と
執
行

さ
れ
、
四
百
二
十
六
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
の
祭
務
部
長
、
少
年

少
女
祭
員
は
、
神
奈
川
主
会
の
星ほ

し

田だ

夏な
つ

音ね

さ
ん
、

佐さ

保ほ

さ
ん
姉
妹
と
、
東
京
主
会
の
伊い

藤と
う

琉る

衣い

く
ん
。

伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
旗

手
彬
人
神
奈
川
主
会
長
、
添
釜
は
中
村
社
中
が
担

当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
三
月
二
十
三
日
に
福
島
県
で

執
行
さ
れ
た
「
東
日
本
大
震
災
復
興
祈
願
祭
・
犠

牲
者
慰
霊
祭
」
の
報
告
と
『
新
抄
大
本
神
諭
』
刊

行
の
告
知
を
し
た
。

ま
た
、
台
湾
道
院
か
ら
下
賜
さ
れ
た
フ
ー
チ
壇

訓
「
圓
充
達
化
」「
廣
化
世
人
」
の
意
味
を
解
説
し
、

「
日
常
活
動
研
修
会
」
の
目
的
は
、
大
和
合
し
て
み

教
え
を
〝
外
に
広
く
、
内
に
深
く
〟
伝
え
る
方
法

の
研
さ
ん
に
あ
る
と
述
べ
た
。

次
い
で
、
出
口
眞
人
氏
が
「
ご
神
諭
を
い
た
だ

い
て
」
と
題
し
て
記
念
講
話
を
行
い
、『
大
本
神
諭
』

に
は
、
日
本
人
の
使
命
と
、
寸
分
違
わ
ぬ
神
の
経
綸
、

そ
し
て
神
も
時
節
に
は
叶
わ
な
い
こ
と
が
一
貫
し

て
示
さ
れ
て
い
る
と
説
い
た
。

さ
ら
に
、
台
湾
や
ト
ル
コ
を
は
じ
め
、
海
外
で

の
日
本
道
徳
に
対
す
る
評
価
の
高
さ
を
、
具
体
例

を
出
し
な
が
ら
紹
介
。

最
後
に
、「
神
さ
ま
の
ご
経
綸
と
与
え
ら
れ
た
使

命
を
自
覚
し
て
、
ご
神
業
に
仕
え
る
正
し
い
姿
勢

を
保
つ
た
め
に
『
大
本
神
諭
』
を
し
っ
か
り
拝
読

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。

そ
の
後
、
能
舞
台
で
宮
咩
会
関
東
支
部
に
よ
る

八
雲
琴
『
岩い

わ
ふ
え
ふ
り

笛
曲
』
と
、玉
置
光
浩
さ
ん
（
東
京
主
会
）

に
よ
る
金
剛
流
仕
舞
『
小
鍛
冶
』
が
奉
納
さ
れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
百
三
十
四
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・

王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
４
』
は
、
四
月

十
六
日
午
後
七
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館

で
開
催
さ
れ
、
藤
原
直
哉
シ
ン
ク
タ
ン
ク
藤
原
事

務
所
代
表
が
「
大
本
神
諭
か
ら
読
む
世
界
展
望—

激
動
の
時
代
を
い
か
に
生
き
る
か—

」
と
題
し

て
講
演
し
た
。
参
加
者
は
四
十
七
人
（
内
、
一
般

二
十
一
人
）。

講
座
で
は
、
初
め
て
『
大
本
神
諭
』
に
出
会
っ
た

時
の
衝
撃
と
、
世
の
中
の
動
き
が
、
ま
さ
に
神
の
経

綸
ど
お
り
に
進
ん
で
い
る
実
例
を
紹
介
。

混
在
す
る
本
物
と
偽
物
を
見
分
け
る
に
は
、
日
本

古
来
の
祓
い
の
精
神
と
、
小
さ
く
て
も
良
い
物
を
つ

く
る
信
念
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
良
い
価
値
観
を
共

有
す
る
社
会
づ
く
り
が
肝
要
で
あ
る
と
説
い
た
。

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

東

光

苑

春

季

祭

式

講

習

会

は
、

三

月

二
十
二
・
二
十
三
の
両
日
、
大
本
東
京
本
部
を
会
場

に
開
催
さ
れ
、
の
べ
三
十
六
人
が
受
講
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク
ラ
ス
が
基
本
動
作
か
ら
後

取
動
作
・
正
中
動
作
・
祓
式
行
事
・
月
次
祭
ま
で
、

中
級
ク
ラ
ス
が
大
神
鎮
座
祭
・
祖
霊
鎮
祭
・
合
祀
祭
・

年
祭
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
実
習
し
た
。

な
お
、
初
級
と
中
級
ク
ラ
ス
の
内
、
十
六
人
が

大
本
祭
式
認
定
試
験
に
臨
み
、
二
日
間
の
実
習
の

成
果
を
試
し
た
。

東
光
苑
観
桜
茶
会

東
光
苑
観
桜
茶
会
は
、
三
月
三
十
日
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
、
大
本
東
京
本
部
・
東
光
庵
で
催
さ
れ
、

三
十
九
人
が
入
席
し
た
。

薄
茶
席
で
は
髙
野
社
中
が
接
茶
係
を
ご
奉
仕
。

立
礼
席
に
は
近
隣
信
徒
か
ら
届
け
ら
れ
た
八
重
桜

が
活
け
ら
れ
、
茶
室
に
花
を
添
え
た
。

当
日
は
あ
い
に
く
強
風
雨
が
吹
き
つ
け
る
天
候

だ
っ
た
が
、
入
席
者
は
一
服
の
薄
茶
に
癒
し
の
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
た
。

な
お
、
応
接
室
で
は
歴
代
教
主
・
教
主
補
さ
ま

の
お
作
品
展
示
が
行
わ
れ
た
。

新
入
信
徒
研
修
会
（
春
の
集
い
）

新
入
信
徒
研
修
会
は
、
四
月
六
日
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
、
大
本
東
京
本
部
を
会
場
に
開
催
さ

れ
、
鳥
取
・
大
阪
・
岐
阜
・
新
潟
な
ど
か
ら
も
含

め
二
十
九
人
が
参
加
し
た
。

参
加
者
は
、
実
習
「
お
礼
拝
の
仕
方
と
そ
の
心

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

５
月４

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
（
112
）
教
主
補	

	

（
117
年
）
聖
誕
祭

５
日
（
月
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
教
122
年
み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

21
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2014
」

	

講
題

出
口
王
仁
三
郎
の
提
言

〜
未
来
の
世
界
・
経
済
・
教
育
は
〜

講
師

出
口
眞
人
（
社
会
福
祉
法
人

	
	

　
　

愛
善
信
光
会
理
事
長
）

6
月８

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
月
次
祭
・
世
界
平
和
祈
願
祭

		

人
類
愛
善
会
記
念
祭
典
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

18
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2014
」

	

講
題

日
本
お
よ
び
日
本
人
の
使
命

〜
日
本
は
世
界
の
要
〜

講
師

山
田
歌
（
総
務
課
主
幹
宗
教
協
力
担
当
）

29
日
（
日
）	

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

		

東
京
本
部
直
属
信
徒
研
修
会


