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住吉大神を顕斎する鎮護国家出龍宮顕斎殿

　

●
生
長
の
家
総
本
山
の
祭
祀
の
重
点
を

　
　
「
鎮
護
国
家
」
か
ら
「
世
界
平
和
」
へ
移
す
？

　

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
八や

つ

ヶが

岳だ
け

教
団

（
宗
教
法
人
「
生
長
の
家
」）の
教
化
部
長
懇
談
会
に
「
今
後
の
国
際

平
和
信
仰
運
動
の
展
開
に
つ
い
て
」
な
る
文
書
が
出
席
者
に
配

布
さ
れ
た
。
そ
の
前
文
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

 

「
本
部
が
森
の
中
の
オ
フ
ィ
ス
に
移
転
す
る
に
伴
い
各
種
行
事

の
見
直
し
を
行
い
、
次
の
三
点
が
決
定
さ
れ
た
。

①
生
長
の
家
総
本
山
の
祭
祀
の
重
点
を「
鎮
護
国
家
」か
ら「
世

　

界
平
和
」
へ
移
す
。

②
国
際
的
に
運
動
年
度
を
統
一
し
、〝
森
の
中
の
オ
フ
ィ
ス
〞　

　

の
具
体
的
計
画（
中
・
長
期
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）に
あ
わ
せ
て
、
新

　

し
い
行
事
を
導
入
し
、
従
来
の
行
事
を
整
理
す
る
。

構
成
・
文
責
＝
編
集
部

生
長
の
家
大
神
＝
住
吉
大
神
の
使
命
を
問
い
直な

お

す
│
│
教
団
の
暴
論
を
糺
す

特
集
・
日
本
国
実
相
顕
現
・
鎮
護
国
家
・
地
上
天
国
実
現
こ
そ
生
長
の
家
の
使
命
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③
世
界
平
和
実
現
に
必
要
な
「
万
教
帰
一
」
の
象
徴
と
し
て
、

　

神
像
を
国
際
本
部（
森
の
中
の
オ
フ
ィ
ス
）に
移
設
す
る
。

　

さ
ら
に
そ
の
翌
々
日
の
十
一
月
二
十
二
日
、
谷
口
雅
春
先

生
御
生
誕
日
記
念
式
典
に
お
い
て
、
谷
口
雅
宣
総
裁
は
、
次

の
よ
う
な
発
言
を
し
、
ブ
ロ
グ
に
も
掲
載
し
た
。

「
雅
春
先
生
が
こ
の
生
長
の
家
総
本
山
を
建
立
さ
れ
、
そ
こ

に
七
つ
の
燈
台
を
建
て
ら
れ
、
そ
の
第
一
番
目
の
燈
台
に

『
天て

ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

皇す
め

御ら
み

国く
に

成じ
よ
う

就じ
ゆ

燈と
う

』
と
い
う
名
前
を
つ
け
ら
れ
た

こ
と
の
意
味
は
…
先
生
が
私
た
ち
に
託
さ
れ
た
願
い
は
、『
天

の
下
こ
と
ご
と
く
に
神
の
御
心
が
満
ち
ひ
ろ
が
る
世
界
が
来

る
こ
と
』
で
す
。『
日
本
に
天
皇
制
国
家
を
樹
立
す
る
』
な

ど
と
解
釈
す
る
こ
と
は
全
く
の
誤
り
で
あ
り
ま
す
」

　

●
生
長
の
家
出
現
の
意
義
を
否
定

　

こ
の
一
連
の
誤
っ
た
文
書
・
発
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

大
変
重
大
で
あ
る
。
尊
師
谷
口
雅
春
先
生
は
、
龍
宮
世
界
か

ら
、
鎮
護
国
家
の
使
命
を
十
全
に
発
動
い
た
だ
く
た
め
に
住

吉
大
神
の
ご
出
御
を
願
っ
て
、
こ
の
世
界
を
浄
化
し
天
照
大

御
神
の
御
光
を
六
合
に
照
り
徹
ら
せ
る
道
を
開
き
、
日
本
国

家
を
千
万
年
安
泰
に
す
る
霊
的
礎

い
し
ず
えを

築
く
た
め
に
住
吉
本

宮
を
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
尊
師
の
畢ひ

つ

生せ
い

の
大
事
業

を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
、
住
吉
大
神
の
鎮
護
国
家
の
使
命
を
恣し

意い

的て
き

に
廃
し
て
、「
世
界
平
和
」に
変
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、

宗
教
的
ク
ー
デ
タ
ー
に
等
し
く
、
生
長
の
家
出
現
の
意
義
を
完

全
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。　
　

　

な
ぜ
な
ら
、
谷
口
雅
春
先
生
は
、
生
長
の
家
の
出
現
の
意
義

に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 

「〝
人
間
神
の
子
〞
を
説
く
宗
教
は
他
に
も
あ
る
。〝
肉
体
も
環

境
も
心
の
影
〞
と
説
く
宗
教
も
あ
る
。
万
教
帰
一
だ
か
ら
根
本

は
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
と
く
に
な
ぜ
生
長
の
家

が
出
現
し
た
の
か
。
生
長
の
家
の
神
は
住
吉
大
神
で
あ
る
。
そ

の
住
吉
大
神
が
、
な
ぜ
今
こ
こ
に
、
日
本
の
国
土
に
こ
の
時
期

に
現
れ
給
う
の
か
。
そ
こ
が
非
常
に
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
住
吉
大
神
は
天
照
大
御
神

の
御
誕
生
の
直
前
に
現
わ
れ
ら
れ
た
。
最
後
の
宇
宙
浄
化
の
働

き
と
し
て
、
宇
宙
の
大
神
が
住
吉
大
神
と
現
れ
給
う
た
の
で
あ

る
。
天
照
大
御
神
の
御
誕
生
と
は
、
日
本
の
実
相
の
誕
生
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
な
る
も
の
の
魂
が
具
体
的
に
宇
宙
を
照

ら
す
光
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
直
前
に
、
最
後
の

浄
化
の
働
き
と
し
て
住
吉
大
神
が
今
こ
こ
に
現
れ
給
う
た
と
い

う
、
こ
こ
に
生
長
の
家
出
現
の
真
意
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
単
に
、
人
間
は
神
の
子
で
あ
り
、
物
質
で
は
な
い
。
肉

体
は
な
い
。
病
気
は
治
る
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
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い
の
で
あ
っ
て
、
天
照
大
御
神
の
光
が
宇
宙
に
天
照
ら
す
べ

く
、
天
皇
陛
下
の
御み

稜い

威つ

を
発
現
せ
し
め
て
、
日
本
の
国
を

救
い
、
世
界
を
救
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
生
長
の
家
出
現
の

本
当
の
意
義
が
あ
る
」（
第
十
三
回
全
国
代
表
者
会
議
の
お
言
葉
）

　

●
神
の
理
念
の
最
高
顕
現
と
し
て
の
日
本

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
今
回
の
教

団
の
文
書
の
背
景
に
あ
る
の
は
、〝
日
本
な
る
も
の
〞
の
極

め
て
皮
相
的
な
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
谷
口
雅
春
先

生
は
、
実
相
世
界
に
深
く
穿う

が

ち
入
り
「
日
本
国
家
は
神
の
理

念
の
最
高
顕
現
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
で
あ

る
。

 

「
私
は
『
生
長
の
家
』
と
云い

う
大
い
な
る
団
体
を
作
つ
て
、

そ
の
主し

ゆ

宰さ
い

者し
や

と
な
り
、
自
分
の
団
体
の
勢
力
を
拡
大
し
た
い

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
唯
私
の
心
の
中
に
は
国
家
あ
る
の
み

で
あ
り
、
人
類
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
私
は
『
国
家
』

と
『
人
類
』
と
の
二
つ
を
同
格
に
平
列
せ
し
め
て
語
っ
た
が
、

私
に
と
っ
て
は
『
日
本
国
家
』
と
『
人
類
』
と
は
同
格
な
の

で
あ
る
。
日
本
国
家
が
栄
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
類

は
栄
え
る
の
で
あ
る
。『
生
長
の
家
』
で
説
く
…
実
相
と
は

無
限
荘
厳
の
組
織
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
実
相
が
顕
現
す
る
と

は
、
無
限
荘
厳
の
組
織
体
が
こ
の
世
界
に
顕
現
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
も
云い

っ
た
よ
う
に
『
国
家
は
最
高

の
組
織
体
』
で
あ
る
が
故
に
、
完
全
な
る
国
家
の
顕
現
が
実
相

の
顕
現
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而し

か

し
て
世
界
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

国
家
組
織
体
の
う
ち
日
本
国
家
の
み
が
最
高
完
全
の
組
織
体
で

あ
る
。（
そ
の
理
由
は
そ
の
中す

め

心ろ
ぎ

が
万
古
不
易
永
遠
に
続
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
外
国
の
国
家
の
よ
う
に
中
心
さ
だ
ま
ら
ず
、
時
々
交
代
す
る
よ

う
で
は
最
高
完
全
の
組
織
体
と
は
云
い
難
い
）。
そ
れ
故『
日
本
国
家
』

は
神
の
理
念
の
最
高
顕
現
で
あ
り
、
無
限
荘
厳
の
相す

が
た

の
実
相

の
顕
現
で
あ
る
の
で
あ
る
。
而し

か

し
て
『
日
本
国
家
』
が
拡
が
り

行
く
こ
と
は
実
相
の
顕
現
が
ひ
ろ
が
り
行
く
こ
と
と
な
る
。『
日

本
国
家
』
の
た
め
に
尽
す
こ
と
は
『
人
類
』
の
た
め
に
尽
す
こ

と
に
な
る
。
人
動や

や

も
す
れ
ば
『
国
家
』
的
立
場
は
一
つ
の
民
族

的
執
着
の
立
場
で
あ
り
、
人
類
的
立
場
は
一
層
高
き
普
遍
平
等

的
立
場
で
あ
る
と
思
い
た
が
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
本

国
家
に
於
て
の
み
、
国
家
的
立
場
は
人
類
的
立
場
と
完
全
に
一

致
す
る
の
で
あ
る
。」（『
明
窓
浄
机
』
草
創
篇
257
〜
258
頁
原
文
正
漢
字

正
仮
名
遣
い
）

　

こ
の
〝
日
本
な
る
も
の
〞
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
教
え
を
真
っ

向
か
ら
否
定
し
、
い
ま
だ
に
生
長
の
家
と
称
す
る
現
教
団
、
即

ち
「
八
ヶ
岳
教
団
」
の
暴
論
を
糺た

だ

し
、
真
の
生
長
の
家
の
信
仰

を
明
ら
か
に
す
る
。
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●
超
え
て
は
な
ら
な
い
一
線
を
超
え
た

　

い
よ
い
よ
来
る
べ
き
も
の
が
来
た
、
と
の
思
い
を
強
く
す

る
。
長
年
、
谷
口
清
超
二
代
目
総
裁
は
じ
め
教
団
幹
部
及
び

一
般
信
徒
を
問
わ
ず
、
多
く
の
信
徒
が
藁わ

ら

に
も
縋す

が

る
よ
う
な

思
い
で
期
待
し
て
き
た
谷
口
雅
宣
氏
の
改
心
、
谷
口
雅
春
先

生
の
教
え
へ
の
回
帰
、
そ
れ
が
見
事
に
打
ち
砕く

だ

か
れ
た
の
で

あ
る
。
周
囲
の
期
待
を
完
全
に
裏
切
り
、
谷
口
雅
宣
氏
が
青

年
時
代
か
ら
一
貫
し
て
抱
き
続
け
て
き
た
思
想
傾
向
に
基
づ

い
て
、
遂
に
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
形
で
、
超
え
て
は
な

ら
な
い
一
線
を
超
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
冒
頭
の
文
書
宣
言
の
説
明
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 

「
総
本
山
建
立
当
時
の
世
界
は
米
ソ
の
冷
戦
時
代
で
あ
り
、

各
国
が
軍
備
を
増
強
し
、
自
国
の
平
和
維
持
を
目
指
し
た
。

そ
の
た
め
、
生
長
の
家
は
日
本
を
護
る
た
め
、『
鎮
護
国
家
』

を
前
面
に
出
し
日
本
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
が
、

今
日
の
世
界
は
、
世
界
平
和
に
目
を
背そ

む

け
て
日
本
だ
け
の
武
力

増
強
で
日
本
の
平
和
や
繁
栄
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
従
っ
て
、『
鎮
護
国
家
』
と
い
う
言
葉
を
撤て

つ

回か
い

し
、『
世
界

平
和
』
を
全
面
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鎮
護
国
家
で
は

な
く
世
界
平
和
こ
そ
が
住
吉
大
神
の
ご
使
命
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
は
谷
口
雅
春
先
生
の
『
鎮ち

ん

座ざ

降こ
う

神し
ん
の

詞こ
と
ば』

に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
も
と
づ
き
、『
日
本
の
伝
統
的
な
形
式
を

通
じ
て
』
世
界
平
和
を
祈
る
大
祭
と
位
置
づ
け
た
。
斎

い
つ
き

主ぬ
し

は
谷

口
雅
宣
氏
で
あ
る
が
、
参
議
長
の
代
行
も
可
能
で
あ
る
」（
要
約
）

　

●
住
吉
本
宮
は
鎮
護
国
家
を
目
的
と
す
る
お
宮　

　

よ
く
ぞ
「
鎮
座
降
神
詞
」
を
持
ち
出
し
て
自
説
の
正
当
性
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の「
鎮
座
降
神
詞
」

に
は
〝
鎮
護
国
家
〞
の
言
葉
が
な
く
、〝
世
界
〞〝
世
界
平
和
〞

等
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
自
説
の
補
強
材
料
と
し
て
使
用
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
を
牽け

ん

強き
よ
う

付ふ

会か
い

と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
お
う
。
そ
も
そ

も
「
鎮
座
降
神
詞
」
と
は
、
昭
和
53
年
11
月
21
日
の
住
吉
本
宮

鎮
座
祭
で
、
住
吉
本
宮
の
「
御
神
体
」
で
あ
る
「
護
国
の
神
剣
」

を
奉
安
す
る
と
き
に
、
谷
口
雅
春
先
生
が
本
宮
御
座
所
の
内
奥
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真
理
の
照
射
に
よ
り
闇
を
消
す

一
、
総
本
山
の
祭
祀
の
重
点
を
「
鎮
護
国
家
」
か
ら

　
　
「
世
界
平
和
」
へ
移
し
て
い
い
の
か
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で
称
え
ら
れ
た
お
言
葉
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
谷
口
雅
春
先
生
は
本
宮
御
座
所
か
ら
「
鎮ち

ん

護ご

国こ
つ

家か

出し
ゆ
つ

龍り
ゆ
う

宮ぐ
う

顕け
ん

斎さ
い

殿で
ん

」
に
移
ら
れ
て
、
今
、
住
吉
大
神
が
住

吉
本
宮
の
「
御
神
体
」
で
あ
る
「
護
国
の
神
剣
」
に
〝
天あ

降も

り
〞
し
給
う
た（
地
上
に
顕
現
し
給
う
た
）ば
か
り
の
住
吉
大
神

に
「
龍
宮
住
吉
本
宮
鎮
座
祭
斎い

つ
き

主ぬ
し

祝の
り
と詞

」
を
奏そ

う

上じ
よ
うさ

れ
た
。

そ
こ
に
は
何
と
記
さ
れ
て
い
る
か
。

 

「
住
吉
大
神
を
、
か
く
実
相
世
界
の
秩
序
に
基
い
て
顕け

ん

斎さ
い

し
奉

る
所ゆ

え
ん以

は
、
大
神
の
本
来
の
国
家
鎮
護
皇
国
護
持
の
御
使
命

を
完
全
に
発
動
さ
れ
給
わ
ん
こ
と
を
希ね

が

い
、
日
本
国
土
よ
り
、

す
べ
て
の
妖よ

う

雲う
ん

暗あ
ん

雲う
ん

を
悉

こ
と
ご
と

く
祓は

ら

い
清
め
、
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

の

御み

稜い

威つ

六り
く

合ご
う

に
照
り
徹と

お

り
て
、
神
武
天
皇
建
国
の
御
理
想
は

実
現
せ
ら
れ
、
八は

っ

紘こ
う

は
一い

ち

宇う

と
な
り
、
万
国
の
民
悉

こ
と
ご
とく

そ
の

御
徳
を
中
心
に
仰
ぎ
奉
り
て
中
心
帰
一
、万
物
調
和
、
永
久
平

和
の
世
界
を
実
現
せ
ん
こ
と
を
期
し
奉
る
が
た
め
な
り
」
と
。

　

こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
と
、
住
吉
大
神
を
〝
顕
斎
し
奉
る
所ゆ

以え
ん

〞
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
谷
口
雅

春
先
生
は
信
徒
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
。

 

「
鎮ち

ん

護ご

国こ
つ

家か

、
国
家
を
鎮し

ず

め
護
る
、
国
家
の
安
泰
を
護
る
、

そ
の
目
的
で
あ
の
住
吉
本
宮
と
い
う
も
の
を
建
て
る
わ
け
で

あ
っ
て
、
吾
々
個
人
が
御ご

利り

益や
く

を
得
る
た
め
に
建
て
る
の
で

は
な
い
の
で
す
。
龍
宮
か
ら
住
之
江
大
神
の
御
出
御
を
願
っ

て
、
こ
の
世
界
を
浄
化
し
て
頂
い
て
、
天
照
大
御
神
の
御
光
を

六
合
に
照
り
徹と
お

ら
し
て
頂
く
道
を
開
い
て
頂
き
、
日
本
国
家

を
千
万
年
安
泰
に
す
る
霊
的
礎

い
し
ず
え

を
築
く
た
め
に
建
立
す
る
住

吉
大
神
本
宮
で
あ
っ
て
、
吾
々
個
人
が
御
利
益
を
貰も

ら

う
た
め
に

拝
む
と
い
う
、
そ
ん
な
お
宮
で
は
な
い
の
で
す
。
端
的
に
い
え

ば
、
鎮
護
国
家
を
目
的
と
す
る
お
宮
で
あ
っ
て
住
吉
大
神
の
御

出
御
を
お
願
い
す
る
た
め
の
社
で
あ
る
。
そ
れ
が
〝
龍
宮
住
吉

本
宮
〞
で
あ
り
ま
す
」（「
聖
使
命
」
紙
昭
和
57
年
12
月
1
日
号
）

　

以
上
の
谷
口
雅
春
先
生
の
お
言
葉
か
ら
言
っ
て
も
、
総
本
山

は
「
鎮
護
国
家
」
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、

時
の
世
界
情
勢
や
日
本
国
内
の
政
治
情
況
に
依い

拠き
よ

し
、
建
立
の

根
本
義
を
勝
手
に
改
変
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
教
え
の
無
知
あ
る
い
は
意
図
的
改か

い

竄ざ
ん

か
ら
来
て

い
る
。
さ
ら
に
国
際
情
況
の
無
理
解
が
こ
の
よ
う
な
荒こ

う

唐と
う

無む

稽け
い

な
屁へ

理り

屈く
つ

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

●
真
理
国
家
日
本
の
実
現
を
通
し
て
世
界
平
和
が
実
現

　

谷
口
雅
宣
氏
及
び
教
団
本
部
は
「
鎮
護
国
家
で
は
な
く
世
界

平
和
こ
そ
が
住
吉
大
神
の
ご
使
命
」
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
谷
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口
雅
春
先
生
の
根
本
的
な
教
え
の
無
理
解
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
谷
口
雅
宣
氏
は
意
図
的
に
「
日
本
」
を
抜
い
て
い
る
。

ス
ト
レ
ー
ト
に
住
吉
大
神（
で
き
れ
ば
住
吉
大
神
と
は
言
わ
ず
に

抽
象
的
な
神
と
呼
び
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）と
世
界
を
結
び
つ
け

た
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
谷
口
雅
春
先
生
の
教
え
と
は
、
先
の
引
用
文
か

ら
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
実
相
世
界
に
あ
る
「
真
理
国
家
日

本
」「
天
皇
国
日
本
」の
諸
徳
の
反
映
が「
現
象
日
本
」で
あ
り
、

現
在
の
安
倍
自
民
党
が
総
選
挙
で
大
勝
し
た
「
地
上
日
本
」

で
あ
り
、
こ
の
「
地
上
日
本
」「
現
実
日
本
」
が
い
よ
い
よ

「
実
相
日
本
」
の
諸
徳
が
地
上
に
光
り
輝
き
、
そ
の
光
り
輝

い
た
「
日
本
」
の
力
を
も
っ
て
、
世
界
平
和
を
導
く
、
い
や
、

地
球
の
平
和
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
現
象
宇
宙
の

隅
々
に
ま
で
照
り
徹
っ
て
、
す
べ
て
を
平
和
に
す
る
、
つ
ま

り
光
明
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

谷
口
雅
春
先
生
の
〝
世
界
平
和
〞
と
は
、
実
相
世
界
の
実

相
日
本
の
地
上
顕
現
が
成
っ
て
こ
そ
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

実
相
を
限
り
な
く
顕
現
し
て
い
る
現
象
日
本
が
、
一
国
の
力
を

も
っ
て
し
て
世
界
に
向
か
っ
て
世
界
平
和
実
現
の
行
動
を
取
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世
界
平
和
の
思
想
と
し
て
極
め
て
具
体

的
で
、
国
家
を
無
視
し
た
世
界
市
民（
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
）的
思
想

で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
よ
う
な
世
界
平
和
に
向
け
た

政
治
的
行
動
原
理
を
持
た
な
い
宗
教
思
想
で
も
な
く
、
共
産
主
義

に
よ
る
世
界
革
命
思
想
で
も
な
く
、
太
古
よ
り
繰
り
返
さ
れ
て

き
た
大
国
の
覇は

権け
ん

主
義
で
も
な
く
、
一
国
の
平
和
理
念
に
従
っ

た
国
家
的
力
を
も
っ
て
世
界
平
和
の
実
際
的
行
動
を
取
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
地
上
出
現
の
使
命
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
谷
口
雅
春
先
生
の
教
え
を
理
解
し
て
い
る
者
か

ら
み
れ
ば
、
い
か
に
先
の
宣
言
と
説
明
文
が
戯た

わ

言ご
と

に
す
ぎ
な
い

か
は
一い

ち

目も
く

瞭り
よ
う

然ぜ
ん

で
あ
る
。

　

以
上
の
如
く
、「
生
長
の
家
総
本
山
の
祭
祀
の
重
点
を
『
鎮
護

国
家
』
か
ら
『
世
界
平
和
』
へ
移
す
」
な
る
決
定
は
、
明
ら
か

に
谷
口
雅
春
先
生
の
総
本
山
建
立
の
教
え
と
お
心
に
背
い
て
お

り
、
も
は
や
教
団
は
生
長
の
家
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
、
生

長
の
家
と
は
無
縁
の
、
と
い
う
よ
り
生
長
の
家
の
教
え
に
真
っ

向
か
ら
牙き

ば

を
む
い
て
否
定
し
去
ろ
う
と
す
る
、
本
部
を
八
ヶ
岳

に
構
え
る
別
宗
教
に
成
り
下
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、「
国
際
的
に
運
動
年
度
を
統
一
し
、〝
森
の
中
の
オ
フ
ィ

ス
〞
の
具
体
的
計
画（
中
・
長
期
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）に
あ
わ
せ

て
新
し
い
行
事
を
導
入
し
、
従
来
の
行
事
を
整
理
す
る
」

項
目
の
問
題
点
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●
総
本
山
は
閉
山
へ
の
道
を
た
ど
る
の
か
？

　

左
頁
の
「
森
の
オ
フ
ィ
ス
移
転
後
の
行
事
一
覧
」
を
み
て

い
た
だ
き
た
い
。
11
月
19
日
代
表
者
会
議（
森
の
オ
フ
ィ
イ
ス
）20

日
、
自
然
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
翌
日（
21
日
）か
ら
長
崎
の
総
本

山
で
秋
季
大
祭
で
あ
る
。「
龍
宮
住
吉
本
宮
大
祭
は
生
長
の
家

の
幹
部
が
参
列
す
る
最
重
要
の
祭
」
と
一
方
で
謳
い
な
が
ら
、

そ
れ
と
は
全
く
矛
盾
し
た
年
間
予
定
で
あ
り
、
教
化
部
長
を
は

じ
め
と
す
る
教
区
幹
部
が
多
数
参
列
で
き
る
は
ず
が
な
い
。

　

し
か
も
今
後
、「
秋
季
大
祭
は
近
隣
教
区
の
信
徒
が
参
列

し
、
11
月
22
日
の
谷
口
雅
春
大
聖
師
御
生
誕
記
念
式
典
は
、

近
隣
教
区
の
信
徒
に
加
え
褒
賞
受
賞
者
を
招
待
し
て
顕
齋
殿

に
て
執
り
行
う
」
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
の
盛
大
な
み
祭
の
歴

史
を
全
く
無
視
し
た
、
誠
に
淋
し
い
秋
季
大
祭
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
尊
師
畢ひ

っ

生せ
い

の
大
事
業
と
し
て

建
立
さ
れ
た
総
本
山
を
閉
山
に
追
い
込
む
意
図
が
隠
さ
れ
て

い
る
と
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。

　

●
建
国
記
念
の
日
祝
賀
式
の
斎
主
は
参
議
長
が
執
行

　

衆
議
院
選
挙
中
に
も
、
講
習
会
等
で
反
日
政
党
の
民
主
党
支

持
を
訴
え
た
総
裁
で
あ
る
。
そ
の
思
想
が
、
斎
主
と
し
て
執
行

す
る
御
祭
の
選
択
の
基
準
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ま

ず
、「
建
国
記
念
の
日
祝
賀
式
」
の
斎
主
か
ら
は
ず
れ
、
参
議

長
が
執
行
。
宇
治
の
盂
蘭
盆
供
養
大
祭
に
お
い
て
も
、「
自
然

災
害
物
故
者
追
悼
慰
霊
祭
」
の
斎
主
は
務
め
て
も
「
精
霊
招
魂

神
社
大
祭
」
で
は
、
参
議
長
の
代
行
を
可
能
と
し
て
い
る
。
誰

の
目
に
も
よ
く
わ
か
る
選
択
で
あ
る
。

　

●
宗
教
的
救
い
や
慰
霊
を
失
っ
た
行
事

　

東
日
本
大
震
災
発
生
日
に
ち
な
ん
で
生
ま
れ
た
「
神
・
自
然
・

人
間
の
大
調
和
を
祈
る
御
祭
」。
こ
れ
に
は
、
四
無
量
心
を
行

ず
る
神
想
観（
ニ
ュ
ー
バ
ー
ジ
ョ
ン
）や
人
間
智
で
書
か
れ
た
「
大

自
然
讃
歌
」
の
一
斉
読
誦
の
実
態
と
い
う
説
明
は
あ
っ
て
も
、

被
災
者
へ
の
追つ

い

悼と
う

に
つ
い
て
は
一
言
の
言
及
も
な
い
。
こ
れ
が

八
ヶ
岳
教
団
の
実
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
へ
の
純
粋
な
信
仰

を
失
っ
た
が
た
め
に
、「
慰
霊
や
救
い
」
と
い
う
宗
教
的
感
性

ま
で
も
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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行事名（祭典・式典・会議等） 斎主などをされる方 会　場

新年祝賀式　→　取り止め ───── ─────

建国記念の日祝賀式（２月11日） 参議長 “森の中のオフィス”

末一稲荷神社　初午祭（２月） 総裁先生
 （参議長の代行可）

末一稲荷神社
（メディアセンター）

生長の家春季記念日・生長の家総
裁法燈継承記念・聖魂祝福式典
（仮称：３月 1日）

総裁先生 総本山

神・自然・人間の大調和を祈るみ祭
（仮称：３月 11 日） 総裁先生 “森の中のオフィス”

霊的緑地

谷口輝子聖姉年祭（４月２４日） 総裁先生
（奥津城へは参議長の代行可） 奥津城（多磨霊園）他

全国幹部研鑽会・全国大会 総裁先生 未定

谷口雅春大聖師年祭（６月17日） 総裁先生
（奥津城へは参議長の代行可） 奥津城（多磨霊園）他

生長の家教修会（時期は未定） 総裁先生 未定

自然災害物故者追悼慰霊祭
盂蘭盆供養大祭本祭
精霊招魂神社大祭
全国流産児無縁霊供養塔供養大祭
末一稲荷神社大祭
（８月 18 日～８月 19 日）

総裁先生
総裁先生

総裁先生（参議長の代行可）
〃
〃

宇治別格本山
〃
〃
〃
〃

布教功労物故者追悼慰霊祭（秋分の日） 総裁先生 “森の中のオフィス”
又は本部練成道場等

拡大最高首脳者会（10月26～27日）
谷口清超大聖師年祭（10 月 28 日）

自然の恵みに感謝する収穫祭（10 月 28 日）

総裁先生
総裁先生

（参議長の代行可）

“森の中のオフィス”
“森の中のオフィス”
（多磨霊園）他

“森の中のオフィス” 他

代表者会議（11 月 19 日）
（11 月 20 日は自然体験プログラム等）
龍宮住吉霊宮秋季大祭（11 月 21 日）
龍宮住吉本宮秋季大祭（11 月 21 日）
谷口雅春先生御生誕日記念式典
（11 月 22 日）

総裁先生

総裁先生（参議長の代行可）
〃

総裁先生

“森の中のオフィス”
 〃
総本山
〃
〃

※この行事に併せて生長の家評議委員会を別途開催する

※この行事に併せて生長の家評議委員会を別途開催する

総裁先生が斎主・主宰者・議長等の行事…19回　総裁の命により参議長が代行可能な行事等…10回
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●
ご
神
像
を
芸
術
作
品
と
し
て
森
の
中
に
移
設
!?

 〈
世
界
平
和
実
現
に
必
要
な
「
万
教
帰
一
」
の
象
徴
と
し
て
、

神
像
を
国
際
本
部
に
移
設
す
る
〉
と
の
最
高
首
脳
者
会
の
決

定
事
項
が
11
月
20
日
の
教
化
部
長
懇
談
会
で
報
告
さ
れ
た
。

そ
の
決
定
事
項
の
内
容
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　

現
在
、
原
宿
の
本
部
会
館
に
設
置
さ
れ
て
い
る
神
像
は
、「
七

つ
の
燈
台
の
点
燈
者
」
を
象
徴
す
る
一
つ
の
表
現
と
し
て
製
作

さ
れ
た
歴
史
的
な
芸
術
作
品
で
あ
る
。「
七
つ
の
燈
台
の
点
燈

者
」
は
、
七
つ
の
燈
台
す
な
わ
ち
世
界
の
宗
教
に
燈
を
点
ず
る

役
割
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
像
を
〝
万
教
帰
一
の
象
徴
〞

と
し
て
〝
森
の
中
の
オ
フ
ィ
ス
〞
に
設
置
し
、
世
界
の
各
宗
教

が
神
・
自
然
・
人
間
の
大
調
和
の
実
現
に
む
け
て
相
互
協
力
し

て
前
進
す
る
こ
と
を
祈
る
。
神
像
は
自
然
豊
か
な
森
を
背
景

に
設
置
し
、
神
像
の
前
に
職
員
や
来
訪
者
が
集
ま
る
広
場
を
設

け
、
自
然
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
、

晴
天
時
の
職
員
朝
礼
、
農
林
作
業
前
後
の
祈
り
を
行
う
な
ど
し

て
、
神
・
自
然
・
人
間
の
大
調
和
を
祈
る
」

　

聖
な
る
も
の
を
こ
と
ご
と
く
貶お
と
しめ

て
き
た
総
裁
が
、
本
部
会

館
設
立
以
来
、
生
長
の
家
の
象
徴
で
あ
っ
た
ご
神
像
に
い
よ
い

よ
手
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

今
、
こ
の
ご
神
像
は
、
そ
の
意
義
を
矮わ

い
し
ょ
う
か

小
化
さ
れ
、
箱
根
の

森
美
術
館
に
設
置
さ
れ
て
い
る
彫
刻
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け

て
、
神
聖
性
と
権け

ん

威い

を
貶
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

●
霊
視
さ
れ
た
神
姿
こ
そ
が
ご
神
像
で
あ
る

三
、
ご
神
像
を
芸
術
作
品
と
し
て
の
み
扱
う

　
　

神
を
も
畏
れ
ぬ
所
業

　
　

│
│
生
長
の
家
大
神
を
環
境
保
護
の
神
様

　
　

に
し
て
い
い
の
か

森のオフィスに移設されてしまうご神像

 

「
現
在
、
原
宿
の

本
部
会
館
に
設
置

さ
れ
て
い
る
神

像
を
以
下
の
通

り
、〝
森
の
中
の

オ
フ
ィ
ス
〞
に
移

設
す
る
。

一
、
コ
ン
セ
プ
ト
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そ
も
そ
も
、
こ
の
ご
神
像
は
如
何
な
る
経
緯
で
制
作
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
教
後
、
間
も
な
く
谷
口
輝
子
先
生
が

初
め
て
白
髪
の
老
翁
の
神
様
を
拝
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
多
く

の
信
徒
が
誌
友
会
の
会
場
や
遠
く
離
れ
た
地
で
神
想
観
の
実

修
中
に
同
一
の
神
姿
を
霊
眼
で
見
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
服
部
仁
郎
氏
が
、
輝
子
先
生
の
霊
視
さ
れ
た
神

姿
の
詳
細
を
聴
き
、
模
型
を
造
り
、
更
に
指
摘
を
う
け
て
何

度
も
修
正
を
重
ね
て
ご
神
像
は
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
服

部
氏
自
身
は
神
姿
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
天
才

的
彫
刻
家
の
霊
感
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
ご
神

像
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
決
し
て
一
人
の
芸
術
家
の
想
像
に
よ
っ
て
製
作

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
仏
師
が
精
魂
傾
け
て
仏
像

を
作
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
研と

ぎ
澄
ま
さ
れ
、
浄
め
ら
れ
た

魂
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

住
吉
大
神
を
語
ら
ず
し
て

万
教
帰
一
の
象
徴
と
な
る
の
か

　

こ
の
白
髪
の
老
翁
の
神
姿
に
つ
い
て
は「
終
戦
後
の
神
示
」

で
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。

 

「
わ
れ
は
七
つ
の
燈
台
に
火
を
点
ず
る
者
で
あ
る
。
わ
れ
は
白
髪

の
老ろ

う

翁お
う

で
あ
る
。
白
髪
と
は
久く

遠お
ん

永え
い

劫ご
う

よ
り
つ
づ
く
無む

量り
よ
う

寿じ
ゆ

の

象
徴
で
あ
る
。
わ
れ
は
彦ひ

こ

火ほ

火ほ

出で

見み
の

尊み
こ
とが

魚な

釣つ

ら
す
鈎

つ
り
ば
りを

失
い

給
い
て
憂
い
泣
き
給
う
海
辺
に
来
り
て
、
尊み

こ
と

を
龍
宮
海
に
導
き

た
る
塩し

お

椎つ
ち
の

神か
み

で
あ
る
。
塩
椎
神
と
は
水し

火ほ

土つ
ち

之
神
の
謂い

い
で
あ

る
。
霊
は
水し

火お

土つ
ち

と
顕
れ
、
一
切
の
も
の
は
水し

火お

土つ
ち

か
ら
生
れ

た
の
あ
る
。
わ
れ
は
霊
の
海
、
創
造
の
神
で
あ
る
。
水
即
ち
『
お

し
め
り
』
と
、
火
即
ち
『
ぬ
く
も
り
』
と
『
土
』
の
働
き
と
が
あ
っ

て
万
物
は
生
ず
る
の
で
あ
る
。
黙
示
録
に
は
『
わ
れ
は
ア
ル
フ
ァ

な
り
、
オ
メ
ガ
な
り
、
生
と
死
と
の
鑰か

ぎ

を
持
て
り
』
と
録し

る

さ
れ

て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
を
単
に
海
の
神
だ
と
思
う
な
。

龍
宮
海
の
神
の
如
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
ウ
ミ（
生
み
）の
象
徴

で
あ
り
、
龍
宮
無
限
供
給
の
神
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
わ
れ
は

一
切
の
創
造
の
神
で
あ
る
か
ら
無
に
し
て
無
尽
蔵
で
あ
る
。（
中

略
） 

住
吉
と
は
平
和
の
理
想
境
と
云い

う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
行
く

と
こ
ろ
平
和
は
来き

た

り
、
わ
が
行
く
と
こ
ろ
に
竜
宮
無
限
の
供
給

は
来
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
わ
れ
の
別
名
で
あ
る
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
を
押
し
込
め
た
の
が
可い

か
ぬ
の
で
あ
る
。（
後
略
）」

 

「
黙
示
録
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
白
髪
の
老
翁
の
キ
リ
ス
ト
が

水し

火お

土つ
ち

神
・
住
吉
大
神
と
本
来
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
住
吉
大
神
は
日
本
の
国
が
危
急
の
時
に
顕
れ
て

●
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来
ら
れ
、
お
護
り
に
な
る
神
様
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ご
神
像
は
、
宇
宙
創
造
の
神
で
あ
り
、
宇
宙
浄

化
の
神
で
あ
る
住
吉
大
神
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
、
谷
口
雅

春
先
生
は
説
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。。
し
か
し
、
今
回
の

ご
神
像
の
移
設
に
際
し
、
こ
の
鎮
護
国
家
の
使
命
を
果
た
さ

れ
る
住
吉
大
神
に
は
一
切
触
れ
ず
ひ
た
隠
し
て
、
ご
神
像
を

「
万
教
帰
一
の
象
徴
」
だ
と
し
て
特
化
し
て
強
調
し
、
信
徒

を
間
違
っ
た
方
向
に
誘
導
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
住
吉
大
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
総
本
山
を
「
聖
地
」

で
な
い
と
貶お

と
しめ

、
総
本
山
か
ら
「
鎮
護
国
家
」
を
外
す
の
と

同
じ
論
法
で
、
ご
神
像
を
単
な
る
芸
術
作
品
と
し
て
扱
い
、

住
吉
大
神
の
意
義
を
無
視
す
る
、
神
を
も
畏お

そ

れ
ぬ
所
業
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

●
物
の
う
ち
に
イ
ノ
チ
を
観
る
生
長
の
家

　

雅
宣
総
裁
の
本
心
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
ご
神
像
を
壊
し

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
存
続
を
願
う
多
く
の

信
徒
の
声
を
無
視
で
き
な
い
状
況
に
な
り
、
今
回
の
森
の
中

へ
の
移
設
に
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
芸

術
作
品
と
し
て
、
か
つ
て
ギ
リ
シ
ャ
神
殿
に
祀
ら
れ
て
い
た

神
々
を
美
術
館
に
展
示
し
て
い
る
の
と
同
じ
感
覚
で
、
ご
神
像

を
過
去
の
遺
物
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ご
神
像
を
礼
拝
の
対
象
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
て
き
た
も
の
の
中

に
は
精
霊
が
宿
る
。
ま
さ
に「
物
、
物
に
あ
ら
ず
神
の
現
わ
れ
」

で
あ
る
。
神
様
は
自
然
だ
け
を
造
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
す
べ

て
の
も
の
の
内
に
神
の
イ
ノ
チ
を
観
る
の
が
生
長
の
家
の
生
き

方
で
あ
り
、
雅
宣
氏
の
よ
う
な
唯
物
論
的
観
点
か
ら
の
偶
像
崇

拝
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　

●
ご
神
像
移
設
は
本
部
会
館
取
り
壊
し
の
宣
言

　

こ
の
項
の
最
後
に
付
言
す
る
が
、
こ
の
ご
神
像
の
移
設
は
、

こ
れ
ま
で
明
言
さ
れ
な
か
っ
た
本
部
会
館
の
取
り
壊こ

わ

し
の
宣
言

で
も
あ
る
。

　

地じ

湧ゆ
う

の
殿
堂
と
し
て
、
戦
後
の
生
長
の
家
躍
進
の
象
徴
で

あ
っ
た
本
部
会
館
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
ご
神
像
を
移
設
す

る
こ
と
は
、
八
ヶ
岳
へ
の
移
転
と
共
に
原
宿
の
本
部
会
館
の
解

体
を
意
味
す
る
。
事
前
に
信
徒
の
怒
り
や
悲
し
み
の
声
を
出
さ

せ
な
い
よ
う
に
、
巧た

く

み
に
そ
の
こ
と
を
隠い

ん

蔽ぺ
い

し
、
こ
と
を
進
め

よ
う
と
す
る
卑ひ

劣れ
つ

な
行
為
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
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天
皇
信
仰
の
神
髄
が
込
め
ら
れ
た

「
天
孫
降
臨
皇
御
国
成
就
燈
」

　

谷
口
雅
宣
総
裁
が
、
谷
口
雅
春
先
生
の
「
愛
国
聖
典
」
を

 

「『
天
孫
降
臨
皇
御
国
成
就
燈
』
の
…
正
し
い
解
釈
を
こ
れ
か

ら
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
名
前
は
一
見
、
現
実
の
日
本
国

の
国こ

く

威い

発は
つ

揚よ
う

を
願
っ
た
燈
台
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。」

　

ど
こ
を
ど
う「
一
見
」す
れ
ば
、
こ
ん
な「
国
威
発
揚
を
願
っ

た
」
な
ど
と
い
う
見
解
が
出
て
来
る
の
か
。
こ
れ
で
は
、
ま
る

で
、「
天て

ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

皇す
め

御ら
み

国く
に

成じ
よ
う

就じ
ゆ

燈と
う

」
が
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発

射
と
同
じ
次
元
に
堕だ

し
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
驚
く
べ
き
感

覚
で
あ
る
。
更
に
こ
う
続
く
。

 

「『
ス
メ
ラ
ミ
ク
ニ
』
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
天
皇
主
権
の
日

本
国
家
の
実
現
を
願
っ
た
燈
台
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
ま
す
。」

　

な
る
ほ
ど
、
谷
口
雅
春
先
生
が
「
七
つ
の
燈
台
」
に
つ
い
て
、

そ
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ

が
な
い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
、
谷
口
雅
宣
総
裁
は
、
余
り
に
も
身

勝
手
な
解
釈
を
弄

も
て
あ
そび

す
ぎ
て
は
い
ま
い
か
。「
天
孫
降
臨
皇
御

国
成
就
燈
」に
つ
い
て
の
解
説
は
な
く
と
も
、「
ス
メ
ラ
ミ
ク
ニ
」

「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
等
で
あ
れ
ば
、
谷
口
雅
春
先
生
は
次
の
よ

う
に
は
っ
き
り
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
「『
天

ス
メ
ラ

皇ミ
コ
ト』『

皇
ス
メ
ラ

御ミ

国ク
ニ

』『
統す

べ
る
』『
全ス

ベ

て
』『
透す

き
と
お
る
』

『
澄ス

ミ

明キ
ル

』
な
ど
濁
ら
ず
に
、
総
て
が
一
つ
に
統
一
さ
れ
た
状
態
、

ま
だ
一
切
の
も
の
が
相す

が
たを

現
し
て
い
な
い
状
態
の
声
、
こ
れ
が

『
ス
ー
』
の
声
で
あ
り
ま
す
」（『
古
事
記
と
日
本
国
の
世
界
的
使
命
』

四
、「
天て
ん

孫そ
ん

降こ
う

臨り
ん

皇す
め
ら

御み

國く
に

成じ
よ
う

就じ
ゆ

燈と
う

」
を

　
　
「『
日
本
に
天
皇
制
国
家
を
樹
立
す
る
』
な
ど
と

　
　

解
釈
す
る
こ
と
は
、
全
く
の
誤
り
」
と
言
う

　
　

谷
口
雅
宣
総
裁
に
断
固
反
論
す
る
！

な
ぜ
、
絶
版
に
し
た
か
っ
た

の
か
。
結
局
、
そ
の
「
思

想
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
が
、
今
回
の
11
月
22
日

の
ブ
ロ
グ
記
事
「〝
天
孫
降

臨
〞
と
は
神
意
の
現げ

ん

成じ
ょ
う

な

り
」
で
図は

か

ら
ず
も
露ろ

見け
ん

す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
谷
口
雅
宣

総
裁
は
言
う
。

生長の家出現の使命を彫刻んだ七つの燈台

●



32

25
頁
）

 
「『
す
ー
』
の
本
源
的
音
声
よ
り
、
す
べ
て
の
生
命
は
発
し
、

す
べ
て
の
生
命
は
そ
れ
に
帰
一
す
る
。
日
本
民
族
の
信
仰
に

於お

い
て
は
、
そ
の
本
源
的
生
命
の
人
格
的
表
現
を
天
皇
に
於

い
て
見
出
し
、
天
皇
を
『
す
め
ら
み
こ
と
』（
す
べ
て
の
ミ
コ

ト
の
全
一
体
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
）と
称
し
奉ま

つ

っ
た
。」

（『
聖
な
る
理
想
・
国
家
・
国
民
』
186
頁
）

　

つ
ま
り
、「
ス
メ
ラ
ミ
ク
ニ
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
谷

口
雅
春
先
生
の
「
中ス

メ

心ロ
ギ

に
帰
一
す
る
」
と
い
う
、
所い

わ

謂ゆ
る

、〝
天

皇
信
仰
〞
の
神
髄
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
、
ど
う
し
て
谷
口
雅
宣
総
裁
は
、「
左
翼
＝
反
天
皇
主

義
者
」
が
よ
く
使
い
た
が
る
「
天
皇
主
権
の
日
本
国
家
」
と

い
う
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
用
語
を
使
用
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
谷
口
雅
春
先
生
の
〝
天
皇
信
仰
〞
を

貶お
と
しめ
た
い
悪
意
が
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　

●
神
の
御み

心こ
こ
ろと

は
中
心
帰
一
の
神
の
構
図

　

そ
し
て
、
そ
の
極
め
つ
け
が
、「
先
生
が
私
た
ち
に
託
さ

れ
た
願
い
は
、『
天
の
下
こ
と
ご
と
く
に
神
の
御
心
が
満
ち

ひ
ろ
が
る
世
界
が
来
る
こ
と
』
で
す
。『
日
本
に
天
皇
制
国

家
を
樹
立
す
る
』
な
ど
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
全
く
の
誤
り
で

あ
り
ま
す
」
と
い
う
結
論
な
の
で
あ
る
。

　

馬
鹿
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
。
総
裁
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

『
天
の
下
こ
と
ご
と
く
に
神
の
御
心
が
満
ち
ひ
ろ
が
る
世
界
が

来
る
こ
と
』
そ
れ
が
即
ち
『
日
本
に
天
皇
制
国
家
を
樹
立
す

る
』
こ
と
と
同
義
な
の
だ
。「
神
の
御
心
」
と
は
何
か
。「
中
心

帰
一
の
神
国
の
構
図
」
そ
れ
以
外
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

を
具
体
的
に
最
も
表
現
し
得
た
国
家
、
そ
れ
が
日
本
な
の
で
あ

る
。
否い

な

、
日
本
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
谷
口
雅
春
先

生
は
、「
日
本
」
を
し
て
「
真
理
国
家
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
神

定
国
家
」
と
ま
で
評
し
て
讃さ

ん

仰ぎ
よ
う

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

因ち
な

み
に
、『
理
想
世
界
』
誌
昭
和
34
年
４
月
号
所
収
の
「
愛

国
心
と
宗
教
心
と
は
衝し

よ
う

突と
つ

し
な
い
か
」
と
い
う
論
文
を
読
ま

れ
た
ら
い
い
。
こ
こ
に
は
、
谷
口
雅
春
先
生
の
日
本
に
対
す
る

限
り
な
い
思
い
が
全
編
に
溢
れ
て
い
る
。

 

「
吾
々
が
日
本
の
国
を
、
そ
の
〝
天
皇
中
心
〞
の
姿
に
於
い
て

愛
す
る
の
は
、
其そ

処こ

に
、〝
宇
宙
意
志
〞（
神
）が
日
本
国
の
特
殊

性
を
、
そ
の
国
の
個
性
あ
る
〝
天
皇
中
心
〞
の
姿
に
お
い
て
あ

ら
し
め
る
こ
と
を
悦
び
給
う
が
ゆ
え
に
こ
そ
…
こ
の
形
態
を
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
若も

し
、
神
の
御
心
が
、

日
本
の
国
の
形
態
を
か
く
の
如ご

と

く
あ
る
こ
と
を
欲
せ
ら
れ
な
い
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の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
二
千
年
以
上
も
、
斯こ

う
し
た
国
家
形

態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
と
私
た

ち
は
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
〝
天
皇
中
心
〞
の
国

家
形
態
を
護
持
す
る
こ
と
が
、
神
意
す
な
わ
ち
〝
神
の
み
こ

こ
ろ
〞で
あ
る
と
感
ず
る
の
で
す
。
そ
こ
に
日
本
に
於
い
て
は
、

日
本
国
の
〝
天
皇
中
心
〞
形
態
を
護
持
す
る
こ
と
が
、
宗
教
心

と
愛
国
心
と
が
一
致
す
る
所ゆ

え
ん以

が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。」

日
本
は
天
授
の
国
で
あ
り
、

神
国
不
滅
、
天
皇
国
不
滅

　

ま
た
、「
聖
使
命
新
聞
」昭
和
57
年
１
月
号
に
も
か
く
あ
る
。

 

「
天
皇
と
云い

う
天
授
の
主
権
者（
天
孫
降
臨
・
永
遠
不
滅
）の
あ

ら
わ
れ
に
ま
し
ま
す
日
本
国
家
は
、
天
授
で
あ
る
か
ら
滅
び

る
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
教
育
勅
語
に
『
皇
祖
皇

宗
国
を
肇は

じ

む
る
こ
と
高
遠
に
徳
を
樹た

つ
る
こ
と
深し

ん

厚こ
う

な
り
』

と
明
治
天
皇
は
仰お
お

せ
ら
れ
た
。
高
遠
な
る
世
界
即
ち
実
相
世

界
の
徳
を
天
授
と
し
て
そ
れ
が
天あ

ま

降く
だ

り
給
い
て
皇こ

う

祖そ

天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

地
上
に
天
降
り
ま
し
て
、『
天
孫
降
臨
』
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
と
は
地
上
に
天
国
の
種
子
天
降
っ

て
、
根
を
張
り
幹
が
伸
び
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
孫
と

は
天
照
大
御
神
の
皇す

め

御み

孫ま
（
す
め
み
真
子
・
マ
コ
ト
の
御
生
命
）う
る

わ
し
く
地
上
に
生
々
の
気
を
延
ば
し
給た

ま

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
本
当
に
、
実
在
す
る
天
国
の
降
下
で
あ
る
か
ら
滅
び
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
神
国
不
滅
、
天
皇
国
不
滅
で
あ
る
」

　

こ
こ
の
ど
こ
を
ど
う
読
め
ば
、「『
日
本
に
天
皇
制
国
家
を
樹

立
す
る
』
な
ど
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
全
く
の
誤
り
で
あ
り
ま

す
」
と
言
え
る
の
か
。
こ
れ
は
、
単
な
る
谷
口
雅
宣
総
裁
の
誤

読
で
は
な
い
。
総
裁
自
身
が
、
総
本
山
の
祭
祀
か
ら
「
鎮
護
国

家
」
を
外は

ず

し
た
よ
う
に
、
生
長
の
家
の
教
義
か
ら
〝
天
皇
信
仰
〞

を
外
し
た
い
が
故
の
、
意
図
的
な
解
釈
の
改か

い

竄ざ
ん

な
の
で
あ
る
。

　

谷
口
雅
春
先
生
の
ご
生
誕
日
と
い
う
め
で
た
い
席
で
、
し
か
も

総
本
山
に
於
い
て
、
こ
の
よ
う
に
平
然
と
谷
口
雅
春
先
生
の
教
え

を
改か

い

竄ざ
ん

で
き
る
と
は
、
驚
く
べ
き
人
で
あ
る
。
こ
れ
を
何
と
評
す

べ
き
か
、
俄に

わ
か

に
は
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
大
変

な
人
が
３
代
目
に
就つ

い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
間
違
い
あ
る
ま

い
。
こ
れ
を
生
長
の
家
の
悲
劇
と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
お
う
。

　

今
回
の
一
連
の
教
団
文
書
、
総
裁
発
言
を
と
お
し
て
、
我
々

心
あ
る
信
徒
こ
そ
が
尊
師
の
み
教
え
を
正
統
に
受
け
継
ぎ
守
っ

て
い
か
ね
ば
、
谷
口
雅
春
先
生
の
教
え
を
守
れ
な
い
こ
と
を
実

感
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
さ
ら
に
純
粋
な
信
仰
、
喜
び

の
信
仰
に
生
き
ぬ
い
て
い
こ
う
。

●
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た
ら
、
或
る
若
い
人
か
ら
「
世
界
平
和
で
何
が
悪
い
の
？
」

と
逆
に
問
ひ
返
さ
れ
た
。「『
世
界
平
和
』
と
い
ふ
美び

辞じ

麗れ
い

句く

に
隠
れ
、『
鎮
護
国
家
』
と
い
ふ
本
来
の
総
本
山
の
祭
祀
の

目
的
を
抹ま

っ

殺さ
つ

し
た
こ
と
が
悪
い
」
と
答
へ
て
お
い
た
が
、
果は

た

し
て
ど
こ
ま
で
真
意
が
伝
は
つ
た
か
？

　

と
い
ふ
わ
け
で
、
雅
春
先
生
の
真
理
の
み
教
へ
が
今
、
間

違
つ
て
説
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
、
若
い
人
に
も
是ぜ

非ひ

気
付
い

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
。
谷
口
雅
宣
総
裁
以
下
、
枕
を
並

べ
て
「
鎮
護
国
家
」
の
重
大
な
意
義
を
失
念
し
て
し
ま
つ
て

ゐ
る
今
の
「
生
長
の
家
」
教
団
に
対
し
て
、
小
生
の
あ
や
ふ

や
な
知
識
な
ど
で
は
な
く
、
雅
春
先
生
ご
自
身
の
言
葉
を
以

て
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と
い
ふ
こ
と
を
端た
ん

的て
き

に
指
摘
し
て
お
く
。

　

生
長
の
家
総
本
山
と
は
、
長
崎
に
あ
る
「
龍
り
ゅ
う

宮ぐ
う

住す
み

吉よ
し

本ほ
ん

宮ぐ
う

」

の
こ
と
だ
が
、
雅
春
先
生
は
昭
和
五
十
年
六
月
十
三
日
、
龍
宮

住
吉
本
宮
建こ

ん

立り
ゅ
う

の
本
義
に
つ
い
て
、
次
の
や
う
に
お
説
き
に

な
つ
て
ゐ
る
。

 

「
九
州
の
本
山
に
建
て
る
の
は
、
鎮
護
国
家
、
国
家
を
鎮し

ず

め

護ま
も

る
、
国
家
を
安あ

ん

泰た
い

に
護
る
│
│
そ
の
目
的
で
あ
の
住
吉
本

宮
と
い
ふ
も
の
は
建
て
る
…
。
龍
宮
か
ら
住す

み

之の

江え
の

大お
お

神か
み

の
御

神し
ん

威い

の
出
現
を
願
つ
て
、
こ
の
世
界
を
浄
化
し
て
頂
い
て
、

天
照
大
御
神
の
御み

光ひ
か
り

を
六り

く

合ご
う

に
照て

り
徹と

お

ら
し
て
頂
く
道
を

開
い
て
頂
き
、
日
本
国
家
を
千
年
万
年
に
安
泰
に
す
る
霊
的

礎い
し
ず
えを

築
く
た
め
に
建
立
す
る
住
吉
本
宮
で
あ
つ
て
、
…
端
的

に
い
へ
ば
、
鎮
護
国
家
を
目
的
と
す
る
お
宮
で
あ
つ
て
住
吉

大
神
の
御
出
現
を
お
願
ひ
す
る
た
め
の
社や

し
ろ

で
あ
る
。
そ
れ
が

　

特
別
投
稿

総
本
山
の
祭
祀
は
、「
鎮
護
国
家
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
│
│
谷
口
雅
春
先
生
は
誰
よ
り
も
深
く
悲
し
く
、
涙
し
て
お
ら
れ
る
に
違
い
な
い

勝
岡　

寛
次

明
星
大
学
戦
後
教
育
史
研
究
セ
ン
タ
ー

　

生
長
の
家
総
本
山
は
、
今
後

「
祭
祀
の
重
点
を
『
鎮ち

ん

護ご

国
家
』

か
ら
『
世
界
平
和
』
へ
移
す
」

の
だ
さ
う
で
あ
る
。
幾い

く

ら
何
で

も
こ
れ
は
ひ
ど
い
と
思
つ
て
ゐ
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〝
龍
宮
住
吉
本
宮
〞
で
あ
り
ま
す
。」（『
生
長
の
家
』
昭
和
五
十

年
九
月
号
）

　
「
住す

み

之の

江え
の

大
神
」
と
は
、
生
長
の
家
の
御
本
尊
で
あ
る
住す

み

吉よ
し
の

大
神
の
こ
と
で
あ
る
。
龍
宮
住
吉
本
宮
は
「
鎮
護
国
家

を
目
的
と
す
る
お
宮
」
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
大
神
の
本
来
の
使
命
が
「
国
家
鎮
護
皇こ

う

国こ
く

護ご

持じ

」
に
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
、
龍
宮
住
吉
本
宮
の
鎮ち

ん

座ざ

祭さ
い

に
当
つ
て
、
祭
主
谷
口
雅
春
先
生
は
住
吉
大
神
に
祝の

り
と詞

を
奏そ

う

上じ
ょ
う

さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
祝
詞
に
お
い
て
も
、
以
上

の
こ
と
を
か
や
う
に
明
言
さ
れ
て
ゐ
る
。

 

「
住
吉
大
神
を
、
か
く
実
相
世
界
の
秩
序
に
基
い
て
顕け

ん

斎さ
い

し

奉た
て
ま
つる

所ゆ
え
ん以

は
、
大
神
の
本
来
の
国
家
鎮
護
皇
国
護
持
の
御

使
命
を
完
全
に
発
動
さ
れ
給
は
ん
こ
と
を
希ね

が

ひ
、
日
本
国
土

よ
り
、
す
べ
て
の
妖よ

う

雲う
ん

を
悉

こ
と
ご
とく

祓は
ら

ひ
清
め
、
天
照
大
御
神

の
御み

稜い

威つ

六り
く

合ご
う

に
照て

り
徹と

お

り
て
、
神
武
天
皇
建
国
の
御
理
想

は
実
現
せ
ら
れ
、
八は

っ

紘こ
う

は
一い

ち

宇う

と
な
り
、
万
国
の
民
悉

こ
と
ご
とく

そ
の
御お

ん

徳と
く

を
中
心
に
仰あ

お

ぎ
奉

た
て
ま
つり

て
中
心
帰
一
、万
物
調
和
、

永
久
世
界
平
和
の
世
界
を
実
現
せ
ん
こ
と
を
期
し
奉
る
が
た

め
な
り
」（『
生
長
の
家
五
十
年
史
』）

　

こ
の
や
う
に
、「
世
界
平
和
」
と
い
ふ
も
の
は
、
大
神
の

「
国
家
鎮
護
皇
国
護
持
の
御
使
命
」が
完
全
に
発
動
さ
れ
、「
天

照
大
御
神
の
御み

稜い

威つ

」
が
世
界
中
に
行
き
渡
り
、「
神
武
天
皇

建
国
の
御
理
想
」
た
る
「
八
紘
一
宇
」
が
実
現
さ
れ
た
、
そ
の

結
果
と
し
て
の
状
態
を
言
ふ
の
で
あ
つ
て
、「
鎮
護
国
家
」
を

捨し
ゃ

象し
ょ
う

し
た
「
世
界
平
和
」
な
ど
有
り
得
な
い
。
日
本
は
天
皇

国
で
あ
る
か
ら
、「
鎮
護
国
家
」
の
否
定
は
天
皇
否
定
に
直
結

す
る
。「
世
界
平
和
」
を
呼
号
す
る
そ
の
本
音
は
、
国
家
否
定
・

天
皇
否
定
に
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

「『
天
皇
は
い
ら
ぬ
』
と
言
ふ
に
至
っ
て
は
…
、
祖
国
日
本
に

対
す
る
反
逆
で
す
ら
あ
る
。（
中
略
）『
天
皇
は
い
ら
ぬ
』
と
云い

ふ
語こ

と
ばは

明
か
に
精
神
分
析
的
に
言
へ
ば
『
父
を
殺
し
た
い
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
』
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
が
、
其そ

処こ

か
ら
『
祖
国
に

弓
を
引
く
心
』
も
出
て
く
る
し
、『
師
を
殺
す
心
』
も
出
て
来
る
。

…
愛
し
て
ゐ
た
だ
け
に
裏
切
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
悲
し
み
も

亦ま
た

強
い
の
で
あ
る
」（「
天
皇
反
逆
の
信
仰
を
悲
し
む
」、『
生
長
の
家
』

昭
和
三
十
年
五
月
号
）

　

こ
れ
は
、
或
る
不ふ

肖し
ょ
う

の
弟
子
に
対
し
て
、
雅
春
先
生
が
断だ

ん

腸ち
ょ
うの

思
ひ
で
書
か
れ
た
御
文
章
だ
が
、
昇

し
ょ
う

天て
ん

後
三
十
年
に
も

満
た
ぬ
と
い
ふ
の
に
、「（
祖
）父
を
殺
し
た
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
」
か
ら
、「
祖
国
に
弓
を
引
く
心
」「
師
を
殺
す
心
」
も
て
、

「
鎮
護
国
家
」
を
否
定
し
、「
世
界
平
和
」
を
振
り
か
ざ
す
不
肖

の
孫
に
対
し
て
、
雅
春
先
生
は
誰
よ
り
も
深
く
悲
し
み
、
涙
し

て
を
ら
れ
る
に
違
ひ
な
い
と
、
私
は
思
ふ
の
で
あ
る
。
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