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１月号・Januaro

地ち

の
上う

へ

の
国く

に

の
こ
と
ご
と
愛あ

い
ぜ
ん善

の

実じ
っ
か
う行

力り
ょ
く

に
み
ち
び
き
行ゆ

か
む

五
代
教
主
作
「
備
前
耳
付
水
指
」

み
ろ
く
の
世
成
就
の
た
め
の
一
年
に	

東
京
本
部
長
　
松ま

つ

田だ

行ゆ
き

彦ひ
こ

庚か
の
え

黎れ
い
め
い明
寅と
ら
と
し年
を
経へ

て
、
陽ひ

照
り
輝
き
だ
す
辛か
の
と
う卯
を
迎
え
ま
し
た
。
大
本
を
基
盤
と
し
て
進
め
ら
れ
て
る
三
千

世
界
の
立
替
え
立
直
し
の
ご
神
業
も
、
国
祖
神
の
大
宣
言
よ
り
百
十
九
年
目
の
年
と
な
り
ま
し
た
。

三
千
年
の
永
き
に
わ
た
る
お
仕
組
み
の
実
現
に
、
開
祖
さ
ま
、
聖
師
さ
ま
、
歴
代
教
主
・
教
主
補
さ
ま
の
も
と
、

祖
父
母
、
両
親
、
子
ど
も
と
、
二
代
、
三
代
と
そ
の
遺
志
を
継
承
し
、
あ
る
い
は
自
ら
が
因
縁
の
糸
に
引
き
寄
せ

ら
れ
て
、
ひ
た
す
ら
真
心
を
尽
く
し
て
奉
仕
に
お
仕
え
く
だ
さ
る
大
本
信
徒
の
皆
さ
ま
に
、
改
め
て
満
腔
の
敬
意

と
感
謝
を
捧
げ
、
吾
も
ま
た
そ
の
一
人
た
ら
ん
と
喜
び
を
胸
に
新
し
き
年
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

明
治
、
大
正
、
昭
和
、
を
経
て
平
成
も
二
十
三
年
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
日
こ
の
ご
ろ
の
世
界
は
、
ま
さ
に
終

末
の
様
相
で
あ
り
ま
す
。
異
常
気
象
は
日
常
と
な
り
、
地
球
温
暖
化
は
ア
ラ
ス
カ
の
凍
土
融
雪
を
招
き
壊
滅
も
時

間
の
問
題
と
な
り
住
民
の
困
窮
は
想
像
以
上
の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
り
ま
す
。

昨
年
を
総
括
し
て
「
暑
」
や
「
乱
」
と
い
っ
た
漢
字
で
表
さ
れ
ま
し
た
が
、
政
治
経
済
は
も
と
よ
り
、
食
料
不

作
や
悪
性
疾
病
の
流
行
、
人
心
の
荒
廃
、
憎
悪
、
強
欲
か
ら
の
領
土
問
題
な
ど
、
数
え
れ
ば
切
り
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

世
の
終
末
、
世
の
大
峠
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
人
間
の
み
に
あ
ら
ず
動
物
も
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
生

存
が
困
難
な
時
代
の
真
っ
中
に
い
る
状
態
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
か
ら
ど
ん
な
道
筋
で
万
人
和
楽
の
世
界
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
仕
上
げ
は
神
さ
ま
の
み
業

に
あ
る
の
で
あ
り
、
み
教
え
を
信
じ
教
主
さ
ま
の
お
導
き
を
素
直
に
従
い
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
為
す
べ
き
事
に
誠

心
誠
意
真
を
尽
く
す
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

正
月
早
々
か
ら
、
型
ぐ
る
し
い
事
を
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
一
日
も
早
く
来
て
欲
し
い
み
ろ
く
の
世
の
願

望
を
成
就
す
る
た
め
の
、
こ
の
一
年
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

来
年
の
開
教
百
二
十
年
の
佳
節
を
迎
え
る
た
め
に
も
、
今
年
は
よ
り
一
層
大
事
な
年
に
な
り
ま
す
。

教
主
さ
ま
が
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
『
○大
和

』
の
心
で
参
り
ま
し
ょ
う
。
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し
か
し
、
五
十
年
間
の
闘
病
生
活
を
送
ら
れ
た
方

の
ご
用
、
使
命
は
何
も
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

そ
の
方
は
そ
の
方
と
し
て
、
た
い
へ
ん
大
き
な
使
命

を
果
た
し
霊
界
に
帰
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

五
十
年
間
の
闘
病
生
活
に
耐
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま

た
ず
っ
と
見
守
っ
て
こ
ら
れ
た
ご
家
族
の
心
情
や
ご

苦
労
、
努
力
を
思
っ
た
時
に
、
そ
の
方
が
果
た
さ
れ

た
ご
用
、
役
割
と
い
う
の
は
、
も
の
す
ご
い
も
の
が

あ
っ
た
と
拝
察
さ
れ
ま
す
。

人
の
使
命
、
役
割
は
、
本
人
で
さ
え
分
か
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
各
自
が
大
き
な
使
命
を
い
た
だ
い
て
現

界
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

人
生
の
目
的
は
地
上
天
国
建
設

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、

『
人
生
の
真
目
的
は
地
の
上
に
無
窮
の
天
国
建
つ

る
に
あ
り
け
り
』

と
、
私
た
ち
人
の
使
命
を
端
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
人
が
地
の
上
に
限
り
な
い
、
窮
ま
り
の
な

い
天
国
を
ど
う
す
れ
ば
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
？　

次
の
体
験
か
ら
話
し
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

私
は
以
前
、
教
団
機
関
誌
の
編
集
業
務
に
携
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
振
り
返
り
ま
す
と
、
本
当
に
有
り
難

い
体
験
を
数
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
り
わ
け
三
代
教
主
・
教
主
補
、
四
代
教
主
の

姿
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
生
涯
の
宝
で

す
。
特
に
四
代
教
主
に
は
、
業
務
を
通
し
て
毎
月
の

よ
う
に
、
直
接
色
々
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
女
性
の
化
粧
や
茶
髪
に
つ
い
て
」「
食
生
活
に
つ

い
て
」「
政
治
・
経
済
に
つ
い
て
」「
自
殺
問
題
に
つ

い
て
」
な
ど
、
毎
回
た
く
さ
ん
の
質
問
を
用
意
し
て
、

『
物
に
は
す
べ
て
使
命
と
い
う
て
、
こ
れ
は
何
す

べ
き
も
の
か
、
ど
う
い
う
用
に
立
つ
も
の
か
、
と
い

う
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
』

(

『
信
仰
叢
話
』
出
口
日
出
麿
著
）

こ
の
世
の
中
に
、
意
味
な
く
存
在
し
て
い
る
も
の

は
何
一
つ
な
い
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。　
　

こ
こ
に
あ
る
コ
ッ
プ
は
、
水
を
入
れ
て
人
の
口
に

運
ぶ
と
い
う
使
命
が
あ
り
、
水
差
し
は
、
水
を
容
器

に
と
ど
め
て
お
く
と
い
う
役
割
が
あ
る
よ
う
に
、
す

べ
て
存
在
す
る
も
の
に
は
、使
命
、役
割
が
あ
り
ま
す
。

〝
毎
日
掃
除
し
て
い
る
の
に
、
ゴ
ミ
や
埃
が
た
ま

ら
な
か
っ
た
ら
い
い
の
に
〟
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
埃
は
そ
こ
が
汚
れ
て
い
る
こ

と
を
私
た
ち
に
教
え
る
使
命
、
役
割
が
あ
り
、
そ
の

た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
現
界
に
存
在
す
る
も
の
に

は
、
そ
の
も
の
以
外
で
は
務
ま
ら
な
い
使
命
、
役
割

が
あ
る
の
で
す
。

つ
い
先
日
の
こ
と
で
す
が
、
知
人
の
親
族
の
方
が
、

五
十
年
に
及
ぶ
入
院
生
活
の
末
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し

た
。
現
界
的
な
形
だ
け
で
見
る
と
、
そ
の
方
の
足
跡

と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自

分
は
こ
の
家
を
建
て
た
と
か
、
こ
ん
な
仕
事
を
果
た

し
た
と
い
う
具
体
的
な
形
は
、
少
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

人
と
は
何
か

ま
ず
初
め
に
、
人
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
本
で
は
、
人
は
「
神
の
子
、
神
の
宮
」
で
あ
り
、

神
さ
ま
の
「
分
霊
、
分
体
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

神
さ
ま
は
「
全
霊
、
全
体
」
な
の
で
す
。

例
え
ば
、
こ
こ
に
大
き
な
ケ
ー
キ
が
あ
る
と
し
ま

す
。
そ
の
ケ
ー
キ
を
神
さ
ま
と
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

こ
の
ケ
ー
キ
全
て
が
全
霊
で
あ
り
、
全
体
で
す
。
そ

し
て
私
た
ち
は
そ
の
ケ
ー
キ
の
一
部
分
、
小
さ
く
て

も
神
さ
ま
と
全
く
同
質
の
も
の
を
い
た
だ
い
て
い
る

の
で
す
。

私
た
ち
人
は
、
肉
体
と
霊
魂(

精
霊)

か
ら
成
り

立
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
神
さ
ま
か
ら
授
か
っ
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
肉
体
の
両
親
は
い
ま
す
が
、
広
い

意
味
で
の
親
は
神
さ
ま
で
す
。
し
た
が
っ
て
人
は

「
神
の
子
、
神
の
宮
」
な
の
で
す
。「
神
の
宮
」
と
は
、

神
さ
ま
の
分
霊
と
し
て
の
人
の
精
霊
が
鎮
ま
っ
て
い

る
家
、
容
れ
物
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
の
霊
魂
・
精
霊
が
本
体
で
、
肉
体
が
そ
の

容
れ
物
、
容
器
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
人
は
非
常
に
尊
い
存
在
な
の
で
す
。

万
物
に
は
使
命
が
与
え
ら
れ
て
い
る

直
接
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
時
、
四
代
教
主
が
『
尋
ね
る
ほ
う

は
簡
単
や
け
ど
、
答
え
る
の
は
大
変
な
ん
や
で
。
今

日
は
私
が
聞
く
か
ら
、あ
な
た
答
え
な
さ
い
』
と
お
っ

し
ゃ
り
、『
大
本
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
？
』
と
、

い
き
な
り
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
場
所
で
は
分
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し

て
、「
大
本
は
‥
‥
」
と
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
ま
す
が
、
一
対
一
で
四
代
教
主
か
ら
質
問
を
さ
れ
、

私
は
笑
い
で
逃
げ
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。(

笑)

す
る
と
、
四
代
教
主
は
即
座
に
『
大
本
は
改
心
を

す
る
と
こ
ろ
な
ん
や
で
』
と
お
答
え
に
な
り
、
続
け

て
大
本
の
二
大
教
典
の
一
つ
『
お
ほ
も
と
し
ん
ゆ
』

に
触
れ
、『「
お
ほ
も
と
し
ん
ゆ
」
の
中
に
、
何
が
書

い
て
あ
る
？
〝
改
心
〟〝
改
心
〟
っ
て
書
い
て
あ
る
や

ろ
。
大
本
が
何
を
す
る
と
こ
ろ
な
の
か
と
言
っ
た
ら
、

大
本
は
〝
改
心
〟
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
な
ん

や
で
』
と
、
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

質
問
は
「
大
本
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
？
」
と
い
う

大
本
存
在
の
根
源
に
か
か
わ
る
内
容
で
す
。
そ
れ
に

対
す
る
答
え
が
『
改
心
』
だ
っ
た
の
で
す
。

先
ほ
ど
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

が
、
大
本
は
全
人
類
だ
け
で
な
く
、
動
植
物
も
含
め
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
幸
せ
、
進
歩
向
上
、
調
和
を
願
い

祈
り
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
が
使
命
で

す
。
そ
れ
が
地
上
天
国
・
み
ろ
く
の
世
の
建
設
で
あ

り
、
悪
の
世
を
善
に
立
て
替
え
る
こ
と
な
の
で
す
。

『
改
心
』
と
は
、
悪
い
心
を
良
い
心
に
変
え
て
い

く
こ
と
で
す
。
悪
い
心
と
は
、
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
、

自
分
の
家
族
だ
け
が
幸
せ
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
国
だ

け
が
豊
か
で
あ
れ
ば
、
要
す
る
に
自
分
の
こ
と
し
か

考
え
な
い
人
、
国
、
組
織
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
プ
ラ

ス
、
マ
イ
ナ
ス
、
利
害
で
計
算
し
て
、
周
り
の
人
の
幸

講師  田
た

辺
なべ

謙
けん

二
じ

（大本 120 年史編纂室長）

第
93
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
⑩

人

生

の

目

的
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た
。
一
人
ひ
と
り
が
神
さ
ま
に
向
か
っ
て
心
の
岩
戸

を
開
き
、
身
魂
を
み
が
き
、
改
心
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
い
う
意
味
だ
と
、
私
は
理
解
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

三
代
、
四
代
、
五
代
と
言
葉
こ
そ
違
い
ま
す
が
、

そ
こ
に
流
れ
て
い
る
も
の
は
、
皆
、
ま
っ
た
く
同
一

で
あ
り
ま
す
。

神
さ
ま
と
の
パ
イ
プ
を
持
つ
こ
と

こ
の
話
を
聞
か
れ
た
皆
さ
ま
は
〝
明
日
か
ら
身
魂

が
磨
け
る
ぞ
！
〟〝
反
省
だ
！
〟
と
簡
単
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
反
省
は
、
自
分
の
中

に
勝
手
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
何
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
に
正
し
い
反
省
を

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
に
は
し
っ
か

り
と
神
さ
ま
と
の
パ
イ
プ
、
つ
な
が
り
を
持
た
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
て
、
初
め
て
本
当
の
反
省
が

い
た
だ
け
る
の
で
す
。
頭
で
考
え
る
だ
け
で
簡
単
に

生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
何
が
大
事
な
の
か
と
言
う
と
、

も
の
す
ご
く
地
味
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
神
さ
ま
と

の
パ
イ
プ
を
常
に
持
つ
こ
と
。
朝
夕
拝
、
神
書
拝
読
、

与
え
ら
れ
た
業
務
へ
の
真
剣
な
取
り
組
み
を
通
し
、

パ
イ
プ
を
磨
き
、
詰
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、

や
は
り
全
て
の
基
本
で
あ
り
ま
す
。
近
道
も
手
品
も

そ
こ
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
自
分
の
中
に
天
国
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
拡

げ
て
ゆ
く
。
言
葉
は
簡
単
で
す
が
、
こ
れ
は
一
生
を

か
け
て
の
大
事
業
で
あ
り
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。　

あ
せ
ら
ず
、
休
ま
ず
、
気
を
抜
か
ず
、
共
に
人
生

の
目
的
完
遂
に
向
か
っ
て
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

庭
の
平
和
に
、
社
会
人
と
し
て
の
職
務
の
上
に
、
き

ず
い
て
い
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
神
さ
ま
の
お
蔭
を
い
た

だ
い
て
仕
合
わ
せ
に
な
ら
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ

る
と
お
も
い
ま
す
』	

（『
寸
用
集
』
巻
一
）

自
分
自
身
の
心
を
立
替
え
立
直
し
て
、
そ
れ
を
形

に
現
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。
具
体
的

に
は
健
康
の
上
に
、
家
庭
の
平
和
に
、
社
会
人
と
し
て

の
職
務
の
上
に
。
言
葉
だ
け
で
な
く
具
現
し
て
い
く
。

ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
教
え
を
知
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
を
実
践
し
、
形
に
し
て
い
か
な
い
と
、
そ
こ
に

進
歩
向
上
は
な
く
、
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。

進
歩
・
向
上
へ
の
要
訣
は
「
反
省
」

先
ほ
ど
、
四
代
教
主
は
『
大
本
は｢

改
心｣

を
す

る
と
こ
ろ
』
と
示
さ
れ
た
話
を
し
ま
し
た
が
、
三
代

教
主
も
四
代
教
主
も
、
そ
し
て
現
五
代
教
主
も
、
言

葉
こ
そ
違
い
ま
す
が
、
一
貫
し
て
同
じ
こ
と
を
お
示

し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
三
代
教
主
は
『
脚
下
照
顧
』
と
い
う
言

葉
で
、
自
分
の
心
の
あ
り
か
を
、
自
分
の
生
活
の
あ

り
方
を
顧
み
る
こ
と
の
大
切
さ
を
お
示
し
に
な
り
ま

し
た
。

ま
た
四
代
教
主
は
『
改
心
』
の
ほ
か
に
『
身
魂
み

が
き
』
と
い
う
言
葉
で
繰
り
返
し
説
か
れ
ま
し
た
。

両
者
は
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
、
自
分
自
身
の
心
、

霊
魂
を
き
ち
っ
と
磨
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

あ
る
時
、
四
代
教
主
に
「
み
た
ま
み
が
き
の
方
法

を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
」
と
ス
ト
レ
ー
ト
に

質
問
し
ま
し
た
。
す
る
と
、『
み
た
ま
み
が
き
の
方

法
は
、
反
省
に
始
ま
っ
て
反
省
に
終
わ
る
、
反
省
を

離
れ
て
身
魂
み
が
き
は
な
い
』
と
即
答
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
五
代
教
主
は
『
一
人
一
人
が
岩
戸
開
き
』

と
い
う
言
葉
で
、
私
た
ち
に
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し

で
し
ょ
う
。

そ
れ
と
も
う
一
点
は
、
周
り
の
人
が
自
分
に
ど
う

映
っ
て
い
る
か
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、

周
り
の
人
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
が
目
に
つ
く
と
い

う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
中
に
、
天
国
が
な
い
証
拠

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
自
分
自
身
の
心

に
天
国
が
開
け
て
い
た
ら
、
周
り
の
人
の
い
い
所
ば

か
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
に
影
響
さ
れ
な
い
。
こ
れ
も
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の

一
つ
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

回
り
の
人
の
悪
い
と
こ
ろ
ば
か
り
が
気
に
掛
か

り
、
自
分
の
心
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
お
互
い
が
持
つ
悪
い
想
念
が
共
鳴
し
あ
っ
て
、

嫌
悪
感
に
、
さ
ら
に
恨
み
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

自
分
自
身
の
中
に
天
国
を
築
く
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
が
一
つ
の
光
と
な
っ
て
、
周
り
に
広
が
っ
て
ゆ
く

と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
分
自
身
が
明
る
く
な
く

て
、
周
り
を
明
る
く
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

今
、
こ
の
部
屋
が
明
る
い
の
は
、
蛍
光
灯
が
光
を

発
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
電
源
を
切
る
と
真
っ
暗
で

す
。
真
っ
暗
な
蛍
光
灯
が
周
り
を
明
る
く
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
の
と
同
様
で
す
。

広
げ
て
い
く
順
番
と
し
て
は
、
ま
ず
家
庭
に
、
そ

し
て
職
場
、
地
域
、
さ
ら
に
日
本
の
国
に
、
そ
し
て

世
界
へ
と
い
う
の
が
順
番
で
す
。

「
自
分
の
心
」
の
立
替
え
立
直
し

出
口
直
日
三
代
教
主
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

『
わ
た
く
し
た
ち
の
神
さ
ま
へ
の
ご
用
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
自
分
の
心
を
立
替
え
立
直
し
さ
し
て
い
た
だ

く
こ
と
で
、
そ
れ
を
具
体
的
に
、
健
康
の
上
に
、
家

せ
は
一
切
思
わ
な
い
利
己
中
心
的
考
え
が
悪
い
心
で

す
。良

い
心
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
一
緒
に
幸
せ
に
な

り
、
共
に
向
上
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
自
分
の
幸
せ
も

大
事
で
す
が
、
ま
ず
周
り
の
人
の
幸
せ
を
優
先
し
考

え
る
。
自
分
の
利
益
よ
り
も
、
皆
が
一
緒
に
豊
か
に

な
り
、
幸
せ
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
。
要
す

る
に
自
分
自
身
の
心
を
悪
か
ら
善
に
改
め
て
い
く
こ

と
が
『
改
心
』
で
す
。

そ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、「
あ
の
人
は
改
心
し
な

け
れ
ば
」「
う
ち
の
主
人
は
改
心
が
足
り
な
い
」
で

は
な
く
、
改
心
の
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
自
分
自
身

で
あ
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
改
心
が
、
こ
の
大

宇
宙
の
完
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
教
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

大
本
に
は
『
型
の
出
る
と
こ
ろ
』
と
い
う
教
え
が

あ
り
、
大
本
と
い
う
一
つ
の
集
ま
り
が
、
モ
デ
ル
と

し
て
完
成
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本

に
、
世
界
に
広
が
っ
て
い
く
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

で
は
大
本
と
は
？　

綾
部
・
亀
岡
の
両
聖
地
も
大

本
で
す
し
、こ
の
東
京
本
部
も
大
本
。
各
地
方
機
関
も
。

さ
ら
に
は
最
小
の
単
位
で
あ
る
、
大
本
に
つ
な
が
っ

て
い
る
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
大
本
な
の
で
す
。
こ

の
理
解
が
な
か
っ
た
ら
、『
大
本
は
何
を
す
る
所
で

す
か
？
』
と
い
う
話
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す
。

し
か
し
改
心
は
、
大
本
信
徒
だ
け
に
限
ら
ず
全
人

類
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
必
須
で
あ
り
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
自
分
自
身
の
心
を
改
め
る
こ
と
。

言
葉
を
変
え
る
と
、
自
分
の
中
に
天
国
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
で
す
。
今
の
自
分
が
天
国
的
で
あ
る
か
ど

う
か
。
そ
の
一
つ
の
物
差
し
と
し
て
、
日
常
生
活
の

中
に
喜
び
と
感
謝
が
あ
る
か
、
充
実
が
あ
る
か
。
こ

の
点
を
自
分
で
確
認
す
れ
ば
、
自
ず
と
見
え
て
く
る
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七草粥のご案内

新春の恒例行事となりました「七草粥」の接待

を、東京本部を会場に下記の日程で開催します。

春の七草（セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・

ホトケノザ・スズナ・スズシロ）をやさしく炊き

あげ、石川県の山中塗りやつる山みろく村の器に

盛りつけた、温かい七草粥をご用意します。

また東光庵での接茶や歴代教主・教主補さまの

お作品展示なども実施します。

無病息災と長寿を願う日本の古き良き伝統行事

「七草粥」。大本を紹介する好機でもあります。

友人・知人をお誘いの上、ぜひお越しください。

記

日時 	 平成２３年１月７日（金）

時間	 午前１０時３０分〜午後３時００分

第
95
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

第
九
十
五
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
十
二
月
十
五
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
東

京
本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
森
良
秀
東
京
本
部
次

長
を
講
師
に
「
明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
⑫—

現

代
の
大
本
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は

三
十
六
人
（
う
ち
、
一
般
十
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
出
現
の
意
義
に
は
じ
ま
り
、

人
類
愛
善
運
動
の
歴
史
と
そ
の
精
神
、
そ
し
て
世

界
平
和
実
現
の
た
め
に
現
在
教
団
が
取
り
組
ん
で

い
る
各
地
で
の
歌
祭
、
宗
際
化
活
動
、
世
界
連
邦

運
動
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
普
及
な
ど
を
紹
介
。「
元

の
神
さ
ま
の
ご
意
思
に
叶
な
う
世
界
平
和
実
現
に

向
け
て
の
活
動
を
、
大
本
・
人
類
愛
善
会
は
こ
れ

か
ら
も
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、「
世
界
の
廃
藩
置
県
・
世
界

連
邦
→
世
界
平
和
の
道
‥
‥
具
体
的
に
分
か
り
や

す
く
お
話
し
い
た
だ
き
、
大
本
の
目
指
す
と
こ
ろ
、

願
い
が
、
よ
り
良
く
理
解
で
き
た
（
五
十
九
歳
・

男
性
・
一
般
）」「
大
本
が
目
指
す
世
界
（
世
の

あ
り
方
）
と
、
実
現
の
た
め
の
人
類
愛
善
運
動
を

知
る
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
深
い
反
省
と
、
こ
れ

か
ら
の
自
己
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ

か
け
を
い
た
だ
い
た

（
四
十
三
歳
・
男
性
・

一
般
）」「〝
お
互
い
さ

ま
〟
の
気
持
ち
を
大
切

に
日
々
の
生
活
を
過
ご

し
た
い
（
五
十
三
歳
・

女
性
・
信
徒
）」
な
ど

の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

〝
二
十
一
世
紀
、
生
き

が
い
講
座
〟
に
一
般
の

方
へ
の
参
加
お
導
き
を

訴
え
「
大
本
信
徒
は
神

さ
ま
と
の
因
縁
の
身
魂

で
あ
り
、
立
替
え
立
直

し
の
ご
神
業
は
因
縁
の

身
魂
で
あ
る
私
た
ち
を

使
っ
て
行
わ
れ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

は
身
魂
を
磨
き
、
教
主
さ
ま
の
示
さ
れ
る
大
和
合

し
な
が
ら
ご
用
に
お
仕
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
力
説
し
た
。

祭
典
後
、
三
階
ラ
ウ
ン
ジ
で
は
東
京
主
会
直
心

会
に
よ
る
聖
地
の
黒
米
販
売
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、

一
階
東
光
庵
で
は
村
井
社
中
に
よ
る
添
釜
が
か
け

ら
れ
、
ロ
ビ
ー
で
は
天
声
社
の
神
具
・
書
籍
類
販

売
と
、
静
岡
・
麓
栄
園
の
愛
善
酵
素
農
法
で
栽
培

さ
れ
た
お
茶
の
販
売
が
行
わ
れ
た
。

「生きがい講座」にご案内を

東
光
苑
祭
典
・
行
事
紹
介

平
成
23
年
１
月

新
年
祭

	

１
日
（
土
）	

午
前
７
時

年
賀
交
換

	

１
日
（
土
）	

新
年
祭
後
〜
午
後
５
時

	

２
日
（
日
）	

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

	

３
日
（
月
）	　
　
　
　

〃

七
草
粥

	

７
日
（
金
）	

午
前
10
時
半
〜
午
後
３
時

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

	

９
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

聖
師
毎
年
祭
（
63
年
）

	

19
日
（
水
）	

午
前
10
時
半

第
96
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

生
活
と
信
仰

	

講
師

椎
野
恭
三
（
関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
）

	

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

２
月

節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

	

３
日
（
木
）	

午
後
６
時
半

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

13
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
97
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	
	

15
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

講
題

深
海
か
ら
見
た
地
球
、
そ
し
て
生
命

	

講
師

田
中
武
男
（
理
学
博
士
）

教
本
３
級
認
定
講
習
会

	

26
日
（
土
）
27
日
（
日
）

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
十
二

月
十
二
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
和

田
桂
一
東
京
本
部
祭
務
部
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、

三
百
七
十
五
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
の
青
年
部
員
、
少
年

少
女
祭
員
は
東
京
主
会
の
貴
堂
文
奎
く
ん
と
山
梨

主
会
の
小
池
翔
音
く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支

部
、
大
本
神
諭
拝
読
は

東
京
主
会
青
年
部
の
西

野
文
世
さ
ん
が
担
当
し

た
。祭

典
後
、
松
田
東

京
本
部
長
が
あ
い
さ
つ

に
立
ち
、
本
年
度
の
ご

神
業
の
総
括
と
首
都
圏

宣
教
の
第
一
歩
と
な
る

凛々しい青少年部員による祭員奉仕

「お互いさま」の気持ちを大切に


