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パ ネ ル

典
』

の

啓
示

の

言
葉
に

そ
ろ
え
ら

れ
た
。

　
ま
た

、

編
纂
の

当
初
は、

当
時
の

『

天
理

教
教
典
』

に

準
じ
て

誕
生
か

ら
の

九

十
年
と

立

教
か

ら
の

五

十
年
の

二

つ

の

「

ひ

な

が

た
」

の

見
方
が

あ
っ

た
。

し
か

し
、

第
五

稿
以

後
、

「

ひ

な
が

た
」

の

用

例
は

後
者
に

限

定
さ

れ
た

。

前
者
は

「

ひ

な

が

た
」

で

は

な

く、

「

万

人
の

手
本
」

と

位

置
づ

け
ら
れ

た
が、

第
十
一

稿
か
ら
は

こ

の

よ
う
な

表
現
も
と

ら
れ
な
く

な
っ

た
。

教
祖
の

全

人
生
を
広
く
人
々

の

手
本
と
し
よ

う
と

試
み
ら
れ
て

い

た

も

の

が、

立

教
（
信
仰）

を

前
提
に

し

て

厳
格
に

区
別
さ

れ
た

。

た

だ、

「

ひ

な
が
た
」

に

は

な

ら
な
か

っ

た

立
教
以

前
の

教

祖
に

対
す
る

評

価
に

は
、

近

代
日

本
の
一

般
の

価
値
基
準
に

従
っ

て

い

る

と

こ

ろ
が

顕
著

だ
っ

た

こ

と

に

も

注
意
し
て

お

き
た
い

。

非
歴
史
化
は

脱
日
本
文

化
を
自

覚
し

た

結
果
で

は

な

い

の

で
、

容

易
に

日
本
に

回

帰
し
て

し

ま

う
の

で

あ

る
。

　
「

月
日
の

や

し

ろ
」

（
教
祖
の

神
格
化）

と

「

ひ

な
が

た

の

親
」

（
人
間

化）

の

両

者
は、

相
反
す
る

要
素
を

持
つ

。

そ

の

矛
盾
の

象
徴
が

、

宮
池

へ

身
を
投
げ
よ

う
と
し

た

逸
話
で

あ

る
。

「

月
日
の

や
し
ろ
」

を

強
調
す

る

立
場
か

ら

す
れ

ば
、

天
理
王

命
と

中
山
み

き
の

主
体
の

分
裂
は

回
避
し

た

か

っ

た
と

思
わ
れ

る
。

し

か

し、

改
稿
を

繰
り
返
し
な

が
ら
も

、

二

面

性
を
統
合
的
に

叙
述
す
る

こ

と
は

難
し
か

っ

た
。

中
山
正

善
も

中
山
み
き

を

人
間
的
に

理

解
す

る

伝
統
的
信
仰
に

従
っ

た

こ

と

が

あ
り、

そ

こ

か

ら

の

脱
皮
を

図
り
つ

つ

も
、

分
裂
的
な

記
述
が
わ

ず
か

に

残
っ

て

い

て、

伝

統
的
理
解
を

完
全
に

否
定
で

き
な

か

っ

た
。

　
多
く
の

場
合、

中
山
み
き

の

教
え
や

人
生

を
一

貫
し

完
結
し
た

も
の

と

し

て

把
握
す
る

。

し

か

し、

「

こ

ふ

き
」

は

未

完
で

あ
り、

「

か

ん

う
だ

い
」

「

世
界
た
す
け

」

の

実

現
も

同
様
で

、

「

存
命
の

理
」

は

未
完
の

宣
言

で

あ
る
。

未

完
で

開
か

れ
て

い

た

が

ゆ

え
に

、

後
の

人
々

が

み

き
の

救
済

の

物
語
に

参
入
で

き
た

の

で

あ
る

。

五

十
年
の

「

ひ

な

が

た
」

と

み

き

の

現
前
性
（
存
在
証
明）

の

二

つ

に

支
え
ら

れ
て

明

治
二

十

年
で

終
わ
る

『

稿
本
』

の

枠
組
み

そ

の

も
の

が、

中
山
み

き
の

物
語
を

狭
め

て

い

る
の

か

も
し

れ
な

い
。

教
祖
像
の

力
学

　

ー
金

光
教
の

教
祖
探
求
か

ら

竹

部

弘

　
「

教
祖
伝
の

脱

構
築
」

と
い

う
テ

ー

マ

の

下、

教

祖
伝
に

結
果
す
る

教

祖
探
求
に

お

い

て
、

様
々

な

勤
因
や

相
異
な
る

要

因
か

ら
成
り
立
つ

教
祖

像
の

力
学
を

多
面
的
に

考
察
す
る

。

具
体
的
に

は

明
治
期
か

ら

昭
和
期
に

至
る

金
光
教
の

教
祖
探
求
過

程
を、

教
団
の

公

的
表

明
と
信

仰
者
の

内

発

的
希
求、

根

本
資
料
の

変
遷
（
伝
承

資
料
か

ら
教
祖
に

よ
る
自
伝

的
資
料

へ
）

、

社
会
状
況
・

時
代
精
神
や

学
問
動
向
と

の

関
わ

り
等

、

諸
動
因
の

相
剋
・

競
合

・

協
働
関
係
に

お

い

て

検
討
す
る

。

　

教
祖
金
光
大
神
在
世
中
に

は
、

人
を

は

眼
前
に

接
す
る

教
祖
に

充
足
し

て

お

り
、

伝
記
的
な

希
求
は

余
り
な

さ

れ

な

か

っ

た
。

教
祖
没
後
も

直
接

教

祖
に

接
し

た
「

直
信
（
じ

き
し

ん
ご

と

呼
ば
れ

る

人
々

は、

体
感
的

に

把
握
し

た
教
え
と

記
憶
で

生
き

て

い

た
。

そ

の

後
教
団
独
立

時
（

明
治

三

三

年
）

、

教

団
が

公
的
に

表
明
し
て

い

た

の

は

「

慎
誠
（

し

ん

か

い

こ

「

神
訓
（

し
ん

く
ん）
」

と

呼
ば
れ

る
教
え

で

あ
り、

日

柄
方

位
の

迷
妄
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を

打
破
す
る

と

い

う
、

教
団
に

よ

る

教
義
宣

布
た

め
の

教

祖
像
で

あ
っ

た
。

こ

れ

に

対
し

て
、

当

時
の

青
年
信
奉

者
層
か

ら
、

教
祖
が

教
え
を

説

く
に

至
る

信
仰
形
成
過
程

解
明
へ

の

欲
求
が
、

教
祖
伝
編
纂
と

い

う
形
で

求
め

ら
れ

た
。

　

こ

う
し
て

伝

記
的
な

人
物
像
へ

の

関
心
か

ら

探
求
が

進
め
ら

れ

る
が
、

当
時
は

直
信
由

来
の

伝
承
と
、

そ
こ

か

ら

派
生
し

た

伝
承
に

拠
る

資
料
的

制
約
が

あ
り、

当
時
の

時
代
思
潮
と
の

関
連
も
あ

っ

て

か
】

種
の

「

神
話

化
」

さ

れ

た
教
祖

像
も

描
か

れ

た
。

こ

の

状
況
が
一

変
す
る

の

は、

教
祖

の

自
伝
的
資
料
の

存

在
が

教
団
に

明
か

さ

れ

て

か

ら

で

あ
る

。

明
治
四

十

年
に

始
ま

る
教
祖
伝

編
纂
過
程
で

、

直
信
が

伝
え

る

立
教
年
代
に

疑
義
が

生
じ
た
が、

銓
衡
の

過

程
で
、

教
祖
筆
「

金
光
大

神
御
覚
書
」

の

写
本
が

提
出
さ

れ
た
こ

と

で

決
着
し

た
。

こ

れ

に

よ

り
直

信
伝
承
以
上
の

信
憑

性

を
持
つ

も
の

と

し

て
、

こ

の

自

伝
的
資
料
が

教
祖

伝
の

所
依
に

な
る

。

以

後
「

覚
書
」

に

基
づ

く
教
祖
探
求
は、

日
露
戦
後
の

教
団
の

社
会
活
動
に

対
し

て

教
祖
を

範
と

し

た

信
心

本
位
の

立

場
へ

回

帰
す
べ

し

と

の

主
張
を

初
め
、

現
実
の

教
団
体
制
へ

の

批
判
を

伴
い

つ

つ

進
め
ら
れ

た
。

中
で

も

大
正

期
・

昭
和
期
を
通
じ
て、

「

立

教
神
伝
」

（

教
祖
に

対
し
氏

子
救
済
を

依
頼
す
る

神
の

言
葉
）

に

拠

り
、

求
信

的
・

内
面
的
な

信
仰
を
基

調
と

す

る
教

祖
像
が

構
築
さ

れ、

教

義
・

教
団
・

教

師
像
の

範
型
を
生
み

出
し

て

い

っ

た
。

　
昭

和
四

十
年
代
に

な
っ

て、

教
団
の

社
会

対
応
の

必
要
性
が

論
議
さ

れ

る

よ

う
に

な
り、

同
じ

「

覚
書
」

で

も
明
治

期
の

記
述
に

見
ら

れ
る

文
明

批
判
の

視
点
や
社
会
に

積
極
的
に

立
ち

向
か

う
姿

勢
が

注
目
さ

れ
る

。

こ

れ

に

歴
史
学
の

通

俗
道

徳
説
な
ど

学
問
動
向
や
教

内
の

教
学
的
志

向
が

相

俟
っ

て、

内
心
倫
理
的

側
面
の

重
視
か

ら

社
会
救
済
へ

の

使
命
感
に

重
心

を

移
し
た

教
祖
像
が

求
め

ら

れ

て

い

く
。

折
柄、

も
う
一

つ

の

自
伝
的
資

料
（
「

お

知
ら
せ

事
覚
帳
」

）

が

教

団
に

提
出
さ

れ

る

が、

対

社
会
的
な

志

向
を

強
め
る

教
団
動
向
に

あ
っ

て、

新
資
料
が

持
つ

未
解
明
で

多
様
な

可

能
性
の

中
で、

布
教
を

志
向
す

る

世
界
的
視
野
の

強
調
へ

と

傾
斜
し
て

い

く
。

こ

れ
は
、

教
団
に

と
っ

て

「

未
知
」

で

「

他
」

な
る

教
祖
と

出
会
う

機
会
で

あ
っ

た
が
、

そ
の

後
の

経
過
は

総
体
的
に

は、

教
祖
の

当
事
者
性

（

教
祖
に

よ

る
教
祖
認

識
）

と
教
団
に

と

っ

て

の

指

標
と

し

て

求
め

ら

れ

る

教
祖
像
と

の

間
に

課
題
を
残
す
こ

と
と

な
っ

た
。

　
今
日
ま

で

教
祖
に

関
す
る

詳
細
な

経
歴
が
蓄

積
さ
れ
て

き

て
、

改
め

て

「

教
祖
と

は

誰
か
」

が

問
題
に

な
る

。

そ
れ
は

伝
記
の

本
来
的
な

主
題
で

あ
り

、

「

教

祖
が

何
で

あ
る
か
」

（
構
造

内
の

位
置、

機
能

・

役
割
的
存
在

意

義
）

と

は

異
な

る
問
題
で

あ
る。

ま
た

そ
れ
は、

か

つ

て

直
信
達
が
眼

前
に

し

体
感
的
に

捉
え

た
教
祖
の

存
在
感
に

通
じ
る
も
の

で

あ
り、

生

神

性
（
救
い

の

基、

崇

拝
の

対
象）

と

教

祖
性
（

教
え
の

基
、

信
仰
の

手

本）

の

交
差
す
る

と

こ

ろ
、

あ
る
い

は

教
祖
以
後
の

人
間
に

お

け

る

教

祖

探
求
と、

教
祖
自
身
（
自
伝
的
資
料）

に

よ
る

教
祖
認
識
と

の

問
の

疎
隔

と

架

橋
の

関

係
を

検
討
す
る

要
が

あ
る

。

パ

ネ
ル

の

主
旨
と

ま
と

め

幡

鎌

　一
　

弘

　
日

本
の

民
衆
宗
教
（
新
宗

教）

が

有
す
る

い

く
つ

か

の

特
徴
の

中
で

、

教

祖
の

占
め

る

位
置
の

大
き

さ

は

し
ば
し
ば

指
摘
さ

れ

る
。

教
祖
は、

根

202（1294）
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