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本
年
は
、
本
教
が
明
治
天
皇
の

勅
裁
を
賜
り
特
立
さ
れ
百
三
十
年

目
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、

こ
れ
を
祝
し
、
同
時
期
に
特
立
を

果
た
し
た
神
道
六
派(

出
雲
大
社

教
・
神
道
扶
桑
教
・
實
行
教
・
神

道
大
成
教
・
神
習
教
・
御
嶽
教)

が
集
い
、
特
立
百
三
十
年
記
念
事

業
と
し
て
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。
本
号
は
そ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
様
子
を
特
集

と
し
て
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

◆
二
十
世
紀
の
教
派
神
道 

―
百
三
十
年
を
踏
み
し
め
て
― 

◆
日
時 

平
成
24
年
6
月
5
日(

火) 

◆
國
學
院
大
学 

常
磐
松
ホ
ー
ル 

 

ご
挨
拶 

私
共
神
道
六
教
派
は
明
治
15

年
5
月
に
特
立
を
受
け
本
年
特

立
130
年
の
佳
年
を
迎
え
ま
し
た
。 

     

記
念
と
な
る
年
に
あ
た
り
、
立

教
の
精
神
と
先
人
達
の
思
い
を

改
め
て
心
に
刻
み
つ
つ
、
未
来
に

向
け
て
教
派
神
道
の
役
割
と
将

来
を
展
望
す
る
機
会
と
致
し
た

く
、
六
教
派
合
同
で
記
念
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
運
び
と
な

り
ま
し
た
。 

 

130
年
前
に
思
い
を
馳
せ
ま
す

と
、
我
が
国
は
明
治
維
新
に
よ
り

近
代
化
へ
と
歩
み
出
し
、
欧
米
列

強
の
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
、
国

を
開
き
積
極
的
に
西
欧
の
文
物

を
採
り
い
れ
、
富
国
強
兵
政
策
へ 

         

と
転
換
し
ま
し
た
。
ま
た
、
廃
藩

置
県､

地
租
改
正
、
殖
産
興
業
も

進
め
ら
れ
、
人
々
の
暮
ら
し
に
も

大
き
な
影
響
が
あ
り
、
都
市
部
で

は
文
明
開
化
の
風
潮
が
高
ま
り

ま
し
た
。
時
代
の
流
れ
と
は
い
え
、

明
治
政
府
の
近
代
化
の
た
め
の

変
革
は
あ
ま
り
に
も
性
急
で
、
国

民
生
活
の
実
情
を
無
視
し
て
い

た
点
も
多
か
っ
た
た
め
、
我
が
国

本
来
の
美
徳
は
な
い
が
し
ろ
に

さ
れ
、
人
心
の
荒
廃
が
起
こ
り
、

不
安
な
世
相
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

宗
教
界
に
も
変
革
の
波
が
押

し
寄
せ
ま
し
た
。
当
初
、
神
道
に

よ
る
国
民
教
化
を
意
図
し
て
神

祇
官
の
再
興
、
大
教
宣
布
運
動
に

乗
り
出
し
た
明
治
政
府
で
あ
り

ま
し
た
が
、
欧
米
列
強
か
ら
の
圧 

         

力
や
仏
教
界
か
ら
の
要
請
も
あ

り
、
神
道
国
教
化
は
徹
底
さ
れ
ず
、

教
導
職
を
制
定
し
て
、
神
官
、
僧

侶
、
儒
者
の
合
同
布
教
体
制
に
よ

っ
て
、
民
心
の
安
定
と
道
徳
の
確

立
を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
神
官
と
僧
侶
の
対
立

や
、
祭
神
論
争
、
教
導
職
内
部
の

混
乱
、
明
治
政
府
の
政
教
分
離
及

び
信
教
の
自
由
と
い
う
近
代
宗

教
政
策
へ
の
方
針
転
換
に
よ
り
、

教
導
職
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

が
明
治
15
年
１
月
に
発
布
さ
わ

た｢

神
官
教
導
職
分
離
令｣

で
す
。

神
社
は
国
家
の
宗
教
で
あ
る
か

ら
、
神
官
は
祭
祀
の
み
を
行
い
、

教
導･

布
教
す
る
必
要
は
な
い
と

い
う
法
令
で
、
神
官
が
教
導
職
を

兼
ね
、
葬
儀
を
奉
仕
す
る
こ
と
を

禁
止
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
法
令

に
よ
り
、
教
導
職
各
々
は
神
社
の

祭
事
に
専
念
す
る
か
、
布
教
の
道

に
進
む
か
の
岐
路
に
立
た
さ
れ

ま
し
た
。 

 
こ
の
よ
う
な
不
安
な
時
代
に

あ
っ
て
、
私
共
の
教
団
の
開
祖
は

自
ら
の
信
ず
る
道
こ
そ
が
、
世
を

救
い
人
を
助
け
る
道
で
あ
る
と

し
て
、
人
生
の
一
大
事
で
あ
る
死

の
問
題
を
解
決
し
、
神
道
的
暮
ら

し
の
中
で
の
安
心
立
命
を
説
く

た
め
に
、
こ
の
明
治
15
年
に
神

宮
教
を
含
む
七
教
派
が
別
派
特

立
、
全
国
を
巡
教
し
て
廻
り
ま
し

た
。 

 

我
々
は
こ
の
130
年
、
日
本
の

伝
統
を
基
と
し
て
、
時
代
の
進
化

を
も
受
け
入
れ
つ
つ
、
開
祖
の
心

を
受
け
継
ぎ
、
古
来
か
ら
の
信
仰

を
祈
り
継
い
で
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

翻
っ
て
現
代
の
世
相
を
み
ま

す
と
、
日
本
の
伝
統
に
な
じ
ま
な

い
幻
想
が
幅
を
き
か
せ
、
我
が
国

本
来
の
美
徳
を
失
っ
て
い
る
か

の
よ
う
に
み
え
ま
す
。 

 

こ
の
節
目
の
時
に｢

二
十
一
世

紀
の
教
派
神
道｣

と
題
し
て
、
私

共
の
130
年
の
歩
み
、
祖
先
か
ら

祈
り
継
い
で
き
た
信
仰
の
絆
、
ま

た
自
然
の
脅
威
と
癒
し
な
ど
を

テ
ー
マ
に
語
り
合
っ
て
戴
き
、
教

派
神
道
の
未
来
へ
向
け
て
の
提

言
を
賜
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 
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