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題 字 出口直日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成23年（2011）

３月号・Marto

青せ
い
ね
ん年

の
春は

る

に
よ
き
種た

ね

ま
か
ざ
れ
ば

如い

か何
で
あ
る
べ
き
秋あ

き

の
実み

の

り
は

五
代
教
主
作
「
呉
須
絵
梅
文
茶
入
」

後
継
者
育
成
の
チ
ャ
ン
ス	

東
京
本
部
総
務
部
長
　
木き

村む
ら

　

茂
し
げ
る

高
校
生
の
こ
ろ
、
毎
年
春
休
み
に
両
聖
地
で
開
催
さ
れ
る
「
高
校
生
講
座
」
に
参
加
す
る
こ
と
が
、
と
て
も
楽

し
み
で
し
た
。

全
国
か
ら
集
う
顔
・
顔
・
顔
。
私
が
参
加
し
た
当
時
は
少
年
部
が
発
足
し
て
間
が
な
い
こ
ろ
で
、
青
少
年
部
行

事
が
頻
繁
に
は
な
く
、
他
地
区
に
顔
見
知
り
の
同
級
生
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
人
と
気
軽
に
接
す
る
こ
と
が

得
意
で
は
な
か
っ
た
私
に
は
、
ふ
た
つ
上
の
姉
が
青
年
部
行
事
か
ら
帰
る
た
び
に
と
て
も
楽
し
そ
う
に
話
す
姿
が

う
ら
や
ま
し
く
、
学
校
の
友
人
と
は
違
う
神
友
と
出
会
え
る
こ
と
に
と
て
も
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
し
て
私
も
高
校
生
に
な
り
、
ほ
ん
の
少
し
の
勇
気
を
持
っ
て
一
歩
踏
み
出
し
た
こ
と
で
、
と
て
も
大
切
な
神

友
を
三
年
間
の
参
加
で
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

現
在
、
青
年
部
や
青
松
会
、
ま
た
誠
心
会
で
活
躍
し
て
い
る
人
の
多
く
が
高
校
生
講
座
の
受
講
経
験
者
で
あ
る

と
聞
き
ま
す
。
大
本
の
教
義
に
初
め
て
触
れ
る
受
講
生
も
多
い
よ
う
で
す
。
信
仰
後
継
者
を
育
て
る
良
い
機
会
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
受
講
し
た
こ
ろ
は
二
百
名
く
ら
い
の
参
加
者
で
し
た
が
、
近
年
は
少
子
化
等
に
も
よ
る
の
か
五
十
名
前
後

と
の
こ
と
。
少
し
さ
び
し
く
感
じ
ま
す
。
今
の
倍
の
百
人
く
ら
い
で
に
ぎ
や
か
に
出
来
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

昨
年
十
一
月
、
天
恩
郷
で
開
催
さ
れ
た
「
直
心
会
長
・
青
松
会
長
・
青
年
部
長
合
同
研
修
会
」
で
は
、
本
年
の

後
継
者
育
成
行
事
の
柱
と
し
て
「
高
校
生
講
座
」
の
盛
会
を
第
一
目
標
と
し
て
、
直
心
会
・
青
松
会
・
青
年
部
が

和
合
し
て
、
参
加
者
送
り
出
し
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

以
前
と
違
い
、
高
校
生
に
限
ら
ず
忙
し
い
日
々
を
過
ご
す
現
代
で
す
が
、
春
休
み
の
五
日
間
聖
地
で
た
く
さ
ん

の
神
友
と
過
ご
す
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。「
高
校
生
講
座
」
は
人
生
で
三
回
だ
け
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

高
校
生
の
み
な
さ
ん
、「
一
生
の
宝
物
」
を
見
つ
け
に
聖
地
に
集
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
保
護
者
の
み
な
さ
ま
、

信
徒
の
み
な
さ
ん
、
送
り
出
し
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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ス
ー
ツ
や
ブ
ラ
ウ
ス
な
ど
を
新
調
す
る
時
に
は
型
紙

を
作
り
ま
す
。
型
紙
な
し
で
い
き
な
り
布
生
地
を
裁

断
し
て
縫
製
す
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
、
型
紙
通
り

に
断
裁
す
る
か
ら
思
い
通
り
の
衣
装
が
出
来
る
の
で

す
。
で
す
か
ら
こ
の
地
上
天
国
の
型
を
、
人
類
の
幸

せ
の
型
を
ま
ず
大
本
の
中
か
ら
作
り
、
そ
し
て
人
民

の
助
か
る
道
を
こ
し
ら
え
て
い
く
と
教
え
ら
れ
て
い

ま
す
。無

形
の
障
壁
を
取
り
除
く

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
（
以
下
＝
聖
師
）
は
、
明
治

三
十
一
年
、
二
十
七
歳
の
時
に
故
郷
亀
岡
の
霊
山
・

高
熊
山
の
岩
窟
で
修
行
を
行
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は

一
週
間
正
座
を
し
、
飲
食
を
絶
つ
荒
行
で
し
た
。
そ

の
間
、
聖
師
の
精
霊
は
肉
体
を
離
れ
、
三
千
世
界
（
現

界
・
神
界
・
幽
界
）
を
巡
り
、
宗
教
者
と
し
て
の

使
命
に
目
覚
め
ま
す
。
そ
し
て
大
正
十
年
、
そ
の
経

験
を
『
霊
界
物
語
』（
全
八
十
一
巻
）
と
し
て
発
表
。

大
本
の
教
典
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
『
霊
界
物
語
』
の
中
に
は
、
み
ろ
く
の
世
を

建
設
す
る
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
が
記
さ
れ
、
そ
の

絶
対
条
件
と
し
て
、
有
形
・
無
形
の
障
壁
を
取
り
除

く
こ
と
で
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。

有
形
・
無
形
の
障
壁
に
つ
い
て
、
聖
師
は
以
下
の

よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
。

『
世
界
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
有
形
無
形

の
障
壁
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
有
形
の
障
壁

の
最
大
の
も
の
は
「
対
外
的
戦
備(

警
察
的
武
装
は

別)

と
国
家
的
領
土
の
閉
鎖
」
で
、
無
形
の
障
壁
の

最
大
な
る
も
の
は
「
国
民
お
よ
び
人
種
間
の
敵
愾
心
」

ま
た
「
宗
教
団
と
宗
教
団
と
の
敵
愾
心
」
で
あ
る
。

こ
の
世
界
的
の
有
形
の
大
障
壁
を
除
く
た
め
に

は
、
先
ず
無
形
の
障
壁
か
ら
取
り
除
い
て
か
か
ら
ね

子
育
て
を
例
に
あ
げ
る
と
、
子
ど
も
と
い
う
の
は
、

親
の
言
う
こ
と
を
な
か
な
か
聞
か
な
い
も
の
で
す

が
、
親
の
行
動
や
癖
な
ど
は
よ
く
真
似
を
し
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
が
〝
お
は
よ
う
〟

〝
お
帰
り
な
さ
い
〟〝
あ
り
が
と
う
〟
と
挨
拶
や
会
話

を
交
わ
す
家
庭
の
子
ど
も
は
、
近
所
や
学
校
で
も
挨

拶
が
で
き
ま
す
。
家
庭
の
中
で
繰
り
返
し
積
み
重
ね

て
い
く
こ
と
で
、
本
当
に
豊
か
な
心
が
育
ま
れ
る
の

で
す
。

ま
さ
に
今
日
の
世
界
各
地
で
起
こ
る
紛
争
の
根
底

に
あ
る
も
の
は
、
全
て
我
よ
し
や
敵
愾
心
か
ら
き
て

い
る
の
で
す
。
今
こ
そ
私
た
ち
は
「
お
互
い
さ
ま
」

の
心
を
取
り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
節
を
迎
え
て
い

ま
す
。大

本
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
か
？

あ
え
て
こ
の
こ
と
を
初
め
に
申
し
上
げ
た
の
は
、

今
日
大
本
、
人
類
愛
善
会
が
唱
え
る
、
世
界
平
和
や

人
類
の
幸
福
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
が
一

番
大
事
で
あ
る
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。

そ
も
そ
も
存
在
す
る
全
て
の
物
に
は
使
命
が
あ

り
、
そ
れ
を
大
本
で
は
「
用
」「
働
き
」
と
教
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
人
類
だ
け
で
な
く
、
植
物
も
動
物
も
、

ま
た
無
機
質
と
言
わ
れ
る
鉱
物
に
も
「
用
」「
働
き
」

お
互
い
さ
ま
の
心

今
年
に
限
ら
ず
、
昭
和
か
ら
平
成
の
時
代
に
入
っ

て
よ
り
、
ま
す
ま
す
人
々
の
考
え
方
が
自
分
さ
え
良

け
れ
ば
い
い
と
い
う
風
潮
が
強
く
な
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
私
の
少
年
時
代
に
は
、
大
人
同
士
の
会
話

の
中
で
よ
く
「
お
互
い
さ
ま
で
」
と
い
う
言
葉
を
耳

に
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ
と

が
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
「
お
互
い
さ
ま
」
は
、
自
分
さ
え
良
け
れ
ば

よ
い
と
い
う
我
よ
し
の
思
想
の
対
極
に
あ
る
言
葉
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
お
互
い
さ
ま
」
に
は
三
つ
の
大
事
な
心
が
内
包

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
待
つ
心
」。
言
葉
を
代

え
て
言
え
ば
忍
耐
で
す
。
次
に
「
思
い
や
る
心
」。

人
だ
け
で
な
く
禽
獣
虫
魚
な
ど
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を

思
い
や
る
心
で
す
ね
。
そ
し
て
三
つ
目
は
「
自
分
を

大
切
に
す
る
心
」
で
す
。

こ
の
お
互
い
さ
ま
の
心
は
ど
う
す
れ
ば
湧
い
て
く

る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
要
素
は
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
意
外
に
大
事
な
こ
と
は
、
挨
拶
を
す
る
、
ド

ア
の
開
け
閉
め
を
丁
寧
に
す
る
、
履
物
を
そ
ろ
え
る

な
ど
、
一
見
心
と
全
く
違
う
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、

実
は
そ
ん
な
小
さ
な
積
み
重
ね
が
「
お
互
い
さ
ま
」

の
心
を
育
ん
で
い
る
と
説
く
専
門
家
も
い
ま
す
。

が
あ
り
ま
す
。

で
は
、
大
本
の
使
命
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
？

　

出
口
直
日
三
代
教
主
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
示
し

て
い
ま
す
。

『
ま
こ
と
の
神
さ
ま
を
拝
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
神

さ
ま
の
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
お
道
を
踏
み
行
い
つ

つ
、
各
自
が
ミ
タ
マ
の
洗
濯
、
大
掃
除
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
精
神
界
を
立
替
え
立
て
直
す
ご
用
に
仕
え

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
』

つ
ま
り
、
こ
の
世
を
創
ら
れ
た
ま
こ
と
の
神
さ
ま

を
拝
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
自
分
自
身
の
魂
を
き
れ
い

に
す
る
と
と
も
に
、
神
さ
ま
が
示
さ
れ
た
教
え
を
実

践
し
て
、
世
界
の
立
替
え
立
て
直
し
、
み
ろ
く
の
世

建
設
の
ご
用
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
な

の
で
す
。

で
は
神
さ
ま
は
ど
う
や
っ
て
み
ろ
く
の
世
、
地
上

天
国
を
創
く
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

大
本
は
大

変
小
さ
な
教
団
で
す
。
い
く
ら
立
派
な
教
え
が
あ
っ

て
も
、
世
界
の
隅
々
に
ま
で
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
え

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
？　

と
い
う
思
い
を
、
私
は
学

生
の
こ
ろ
よ
く
抱
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

疑
問
が
解
け
た
の
が
、「
型
の
大
本
」
だ
っ
た
の
で
す
。

大
本
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
世
界
に
写
る
と
い
う

教
え
で
す
。
大
本
は
、
み
ろ
く
の
世
の
型
と
な
り
、

鏡
と
な
り
、
先
駆
け
と
な
る
使
命
を
持
っ
て
生
ま
れ

た
の
で
す
。

「
型
」
は
、
私
た
ち
日
常
的
に
何
気
な
く
使
っ
て

い
る
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
赤
ち
ゃ
ん
が

〝
マ
マ
〟
と
か
〝
マ
ン
マ
〟
と
言
葉
を
発
し
だ
す
と
、

親
は
「
う
ち
の
子
が
片
言
し
ゃ
べ
り
だ
し
た
！
」
と

か
言
い
ま
す
ね
？　

こ
の
片
言
は
、
言
葉
の
型
を
始

め
た
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。

こ
れ
は
言
葉
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
本
格
的
に

講師  森
もり

良
よし

秀
ひで

（東京本部次長）

第
95
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
⑫

現
代
の
大
本
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胞ら

こ
ぞ
り
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
野
に
』

右
は
出
口
紅
大
本
五
代
教
主
の
歌
で
す
。
こ
れ
が

教
団
の
近
未
来
の
大
き
な
目
標
で
す
。

エ
ル
サ
レ
ム
は
、
一
神
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
、
イ
ス

ラ
ム
、
キ
リ
ス
ト
、
こ
の
三
教
の
聖
地
で
あ
り
、
今

も
紛
争
が
続
い
て
い
る
場
所
で
す
。
こ
の
エ
ル
サ
レ

ム
で
世
界
平
和
の
歌
祭
を
、
そ
れ
も
世
界
共
通
語
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
で
行
い
た
い
と
願
っ
て
の
歌
で
す
。

実
は
去
る
十
月
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
歌
祭
が
ブ
ラ
ジ

ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
は
、
古
く
か
ら

大
本
の
神
の
家
が
あ
り
、
昨
年
は
宗
教
団
体
と
し
て

同
国
か
ら
正
式
認
可
を
受
け
て
か
ら
五
十
年
の
節
目

の
年
で
し
た
。

そ
の
大
本
南
米
本
部
が
あ
る
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
ジ
ャ

ン
ジ
ー
ラ
市
と
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
用
い
て
宣
教
を

展
開
し
て
い
る
首
都
ブ
ラ
ジ
リ
ア
で
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

に
よ
る
歌
祭
を
催
し
た
の
で
す
。
ブ
ラ
ジ
リ
ア
の
歌

祭
に
は
、
八
カ
国
の
駐
伯
大
使
を
は
じ
め
諸
宗
教
の

代
表
者
が
参
加
さ
れ
、
そ
の
内
容
、
意
義
の
素
晴
ら

し
さ
に
深
い
感
銘
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

「
万
聖
の
集
会
」
へ
の
橋
頭
堡

さ
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
歌
祭
の
意
義
を
も
う
し

あ
げ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
三
大
一
神
教
の
聖
地
で
執
り

行
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
の
場
所
に
世
界

の
宗
教
者
を
一
同
に
集
め
て
、
大
本
の
説
く
世
界
平

和
観
を
紹
介
し
、
更
に
歌
祭
の
形
式
で
祈
り
、
お
互

い
に
対
話
を
し
て
世
界
の
普
遍
の
教
え
を
ま
と
め
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
無
形
の
障
壁
を
取
り
除
く
こ
と
が

実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
よ
る
歌
祭
の
意
義
で

す
。
世
界
共
通
語
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は
、
大
本
で
は
大

正
十
二
年
に
採
用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
聖
師
は
、

『
大
本
は
戦
争
協
力
を
し
な
い
た
め
に
事
件
に

あ
っ
た
の
だ
、
今
後
世
界
に
平
和
を
訴
え
て
行
く
上

で
宗
教
教
団
と
し
て
の
資
格
を
神
さ
ま
か
ら
与
え
ら

れ
た
の
だ
』

と
答
え
た
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
大
本
は
胸
を
張
っ

て
、
戦
争
協
力
を
し
て
い
な
い
と
言
え
ま
す
し
、
戦

争
の
悲
惨
さ
や
世
界
平
和
の
尊
さ
を
訴
え
る
に
充
分

な
資
格
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

エ
ル
サ
レ
ム
で
の
歌
祭

そ
し
て
現
在
、
大
本
、
人
類
愛
善
会
で
は
、
具
体

的
な
平
和
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
全
国
各
地
で
「
大

本
歌
祭
」
を
執
り
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
祭
は
そ
も
そ
も
日
本
の
古
く
か
ら
伝
わ
る

祭
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
村
々

で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
平
和
の
祭
典
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
三
十
一
文
字
の
和
歌
に
託
し

て
、
神
さ
ま
へ
お
供
え
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、

江
戸
時
代
の
こ
ろ
に
は
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

を
昭
和
十
年
に
聖
師
が
復
興
し
、
以
来
今
日
に
至
り
、

平
成
二
十
年
に
は
こ
の
大
本
東
京
本
部
の
完
成
慶
祝

と
し
て
も
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
ヨ
ル

ダ
ン
の
駐
日
大
使
と
、
パ
レ
ス
チ
ナ
代
表
部
の
方
々

も
平
和
の
願
い
を
込
め
た
歌
を
お
供
え
さ
れ
ま
し

た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ

ナ
は
何
年
も
の
間
、
争
い
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
参

列
さ
れ
た
代
表
者
は
歌
祭
後
に
は
互
い
に
抱
き
合
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
国
と
し
て
は
敵
対
し
て
い
て
も
、

個
々
に
は
平
和
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
強
い
考
え
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

『
わ
が
願
い
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
歌
ま
つ
り
人は

ら

か

類
同

ば
な
ら
な
い
』

有
形
無
形
の
障
壁
の
中
で
、
今
実
際
に
大
本
、
ま

た
人
類
愛
善
会
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
無
形
の

障
壁
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
団
体
間
の
敵
愾
心
を
取
り
除

く
地
道
な
活
動
で
す
。

人
類
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
宗
教
が
原
因
で
戦

争
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
国
内
で
は
仏
教

伝
来
に
伴
う
「
蘇
我
物
部
の
戦
い
」
や
「
比
叡
山
の

僧
兵
」、
一
方
、
世
界
で
は
十
字
軍
が
あ
り
、
最
近

で
は
中
東
地
域
の
紛
争
が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

実
は
、
そ
う
い
っ
た
大
き
な
戦
が
あ
る
た
び
に
、

宗
教
は
そ
れ
を
抑
制
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
賛

同
し
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
は
、
さ
す
が
に
世
界
の
宗
教
教
団
は
反
省
し
た
の

で
す
。
昭
和
三
十
七
年
に
は
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
総
本

山
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
・
の
バ
チ
カ
ン
で
第
二
バ
チ
カ

ン
公
会
議
が
開
か
れ
、
非
カ
ソ
リ
ッ
ク
、
非
キ
リ
ス

ト
教
と
も
和
合
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。

日
本
の
宗
教
界
も
太
平
洋
戦
争
時
は
、
ほ
と
ん
ど

が
戦
争
を
賛
美
し
ま
し

た
。
し
か
し
大
本
は
、
教

団
と
し
て
戦
争
に
は
一
切

協
力
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
時
期
大
本
は
、
当
局

か
ら
第
二
次
大
本
事
件
の

弾
圧
を
受
け
、
聖
師
以
下

教
団
幹
部
は
未
決
に
入
れ

ら
れ
、
解
散
状
態
で
し
た
。

第
二
次
大
本
事
件
を
担

当
し
た
弁
護
士
が
、
事
件

後
、
聖
師
に
大
本
事
件
の

最
大
の
要
因
は
何
だ
っ
た

の
ザ
メ
ン
ホ
フ
博
士
が
作
っ
た
人
工
語
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
母
国
語
を
大
事
に
す
る
と
共
に
、
複
数
の
国
々

が
出
席
す
る
会
議
や
、
海
外
旅
行
時
に
用
い
る
と
大

変
便
利
で
す
。

ザ
メ
ン
ホ
フ
博
士
は
、
人
道
主
義
を
大
事
に
さ
れ
、

言
葉
だ
け
で
な
く
、
大
本
が
唱
え
る
人
類
愛
精
神
と

同
じ
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
も
、
大
本
が
採
用
し

た
大
き
な
理
由
で
す
。

さ
ら
に
大
本
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
採
用
し
た
も

う
一
つ
の
大
切
な
理
由
と
し
て
、
大
本
の
教
え
を
世

界
中
の
人
々
に
正
し
く
伝
え
る
手
段
・
方
法
と
し
て

考
え
た
か
ら
で
す
。
実
際
大
本
の
教
典
が
、
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
で
翻
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
世
界
の
エ
ス
ペ
ラ
ン

チ
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
母
国
の
言
葉
に
訳
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ほ
ど
合
理
的
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世

界
の
人
た
ち
が
王
仁
三
郎
の
精
神
を
汲
み
取
り
実
践

し
て
い
た
だ
く
と
、
ま
す
ま
す
世
界
平
和
に
向
け
て

の
拍
車
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
エ
ル
サ
レ
ム
歌
祭
が
「
万
聖
の
集
会
」
へ

の
橋
頭
堡
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、『
霊
界
物
語
』
と
並
ぶ
大
本
の
教

典
『
大
本
神
諭
』
に
は

『
神こ

っ

か

い

柱
会
議
開び

ら

き
は
神
が
開
か
な
開
け
ん
ぞ
よ
』

と
示
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。

世
界
の
聖
者
、
宗
教
者
、
精
神
的
リ
ー
ダ
ー
が
一

同
に
会
し
て
、
対
話
を
進
め
、
世
界
の
人
類
を
善
道

に
導
い
て
い
く
会
合
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
「
万

聖
の
集
会
」
の
実
現
こ
そ
、
大
本
神
業
の
大
命
題
で

も
あ
り
ま
す
。

「
神こ

っ

か

い

柱
会
議
開び

ら

き
」
で
あ
る
万
聖
の
集
会
が
開
か

れ
て
、
よ
う
や
く
世
の
中
が
大
本
の
神
さ
ま
の
意
志

ど
お
り
に
動
い
て
い
く
時
代
が
訪
れ
る
そ
の
時
ま

で
、
大
本
、
人
類
愛
善
会
の
活
動
は
不
変
で
す
。

東京本部での大本歌祭（2008.4.13）
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社
中
の
皆
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
松
田
行
彦
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
に
立

ち
、
聖
師
さ
ま
の
『
吉
岡
発
言
』
を
引
用
し
て
大

本
信
徒
の
使
命
と
覚
悟
を
力
説
し
た
。

ま
た
直
会
後
、
午
後
二
時
よ
り
二
階
講
座
室
に

お
い
て
「
主
会
長
連
絡
協
議
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。

第
97
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

第
九
十
七
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
二
月
十
六
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
東
京

本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
田
中
武
男
（独）
海
洋
研
究

開
発
機
構
総
務
部
長
を
講
師
に
「
深
海
か
ら
見
た

地
球
、
そ
し
て
生
命
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。

参
加
者
は
十
九
人
（
う
ち
、
一
般
一
人
）。

講
座
で
は
、
海
洋
研
究
開
発
機
構
の
組
織
や
目

的
を
紹
介
さ
れ
た
ほ
か
、
保
有
す
る
世
界
最
大
の

深
海
掘
削
船
〝
ち
き
ゅ
う
〟
と
そ
の
活
動
や
成
果

な
ど
に
つ
い
て
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
や
ビ
デ
オ
を

用
い
て
解
説
。「
海
は
生
物
の
〝
揺
り
か
ご
〟
で
あ

り
人
類
共
通
の
財
産
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
我
が
国
に
は
資
源
が
乏
し
い

と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
豊
富
な
海
底
資
源
を

保
有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
お
話
に
、
大

い
な
る
期
待
と
と
も
に
、
周
辺
国
と
の
関
係
に
お

い
て
毅
然
と
し
た
態
度

が
必
要
で
あ
る
と
感
じ

ま
し
た
（
四
十
三
歳
・

男
性
・
一
般
）」「
祓
戸

四
柱
の
大
神
さ
ま
の
働

き
と
、
日
本
の
海
洋
及

び
深
海
プ
レ
ー
ト
の
働

き
に
共
通
点
が
あ
る
と

祓
行
事
を
二
月
十
七
日
と
二
十
一
日
の
両
日
に
、
多

摩
川
（
西
多
摩
郡
白
丸
ダ
ム
）、
荒
川
（
二
瀬
ダ
ム
・

埼
玉
県
秩
父
市
）、利
根
川（
群
馬
県
渋
川
市
坂
東
橋
）

で
執
行
し
た
。東

光
苑
月
次
祭

二
月
の
東
光
苑
月
次
祭
、
豊
年
祈
願
祭
、
市
杵

島
姫
命
例
大
祭
は
二
月
十
三
日
、
午
前
十
時
三
十

分
か
ら
、
斎
主
・
和
田
桂
一
祭
務
部
長
の
も
と
執

行
さ
れ
、
三
百
六
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
福
島
・
群
馬
・
栃
木
・
山
梨
・
東
京
・

神
奈
川
主
会
、
少
年
少

女
祭
員
は
東
京
主
会
の

涌
井
大
嗣
郎
く
ん
、
土

方
清
美
さ
ん
、
神
奈
川

主
会
の
田
中
あ
や
の
さ

ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関

東
支
部
、
大
本
神
諭
拝

読
は
佐
々
木
武
雄
埼
玉

主
会
長
、
添
釜
は
村
井

節
分
大
祭
遥
拝
祭

節
分
大
祭
遥
拝
祭
は
二
月
三
日
、
午
後
六
時

三
十
分
よ
り
斎
主
・
森
良
秀
東
京
本
部
次
長
の
も

と
執
り
行
わ
れ
、
百
二
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
で
は
、
参
拝
者
が
神
言
を
奏
上
す
る
な
か
、

大
祓
行
事
が
行
わ
れ
、
祭
員
が
苑
内
と
不
忍
池
周

辺
の
修
祓
を
実
施
。

祭
典
後
、
大
本
神
諭
の
拝
読
、
斎
主
・
祭
員
に

よ
る
豆
ま
き
が
行
わ
れ
、
次
い
で
松
田
行
彦
東
京

本
部
長
が
あ
い
さ
つ
を
の
べ
た
。そ

の
後
、
参
拝
者

は
ダ
ル
マ
や
干
支
で
あ

る
兎
の
飾
り
物
が
当
た

る
福
引
を
楽
し
ん
だ
ほ

か
、
食
堂
に
て
温
か
い

甘
酒
を
い
た
だ
い
た
。

な
お
、
東
京
本
部
で

は
節
分
大
祭
で
奉
迎
さ

れ
た
ご
神
水
に
よ
る
清

鬼は内！ 福は内！！

松田本部長が少年少女祭員を紹介

東
光
苑
祭
典
・
行
事
紹
介

３
月東

光
苑
月
次
祭
（
教
主
さ
ま
ご
臨
席
）

春
季
合
同
慰
霊
祭

	

13
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
98
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

偉
大
な
る
大
地
と
そ
の
神
秘

	

講
師

島
本
光
久
（
愛
善
み
ず
ほ
会
理
事
）

	

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

	

26
日
（
土
）
〜
27
日
（
日
）

二
代
教
主
毎
年
祭
（
59
年
）

	

31
日
（
木
）	

午
前
10
時
半

４
月
（
ク
リ
ー
ン
月
間
）

観
桜
茶
会

	

３
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

東
光
苑
春
季
大
祭

	

10
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
99
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

東
ア
ジ
ア
の
神
業
根
源
地
・モ

ン
ゴ
ル

	

講
師

吾
郷
孝
志
（
人
類
愛
善
会
モ
ン
ゴ

ル
セ
ン
タ
ー
駐
在
担
当
）

	

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

第
29
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭

	

24
日
（
日
）	

午
後
２
時
半

四
代
教
主
十
年
祭

	

29
日
（
金
）	

午
前
10
時
半

い
う
話
が
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。（
四
十
六

歳
・
女
性
・
信
徒
）」
な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

第２９回企業繁栄祈願祭
第２９回企業繁栄祈願祭を本年も下記の

要項で執り行います。近年は企業経営者だ

けでなく、勤務先の会社や事業所など、生

業全般の弥栄・繁栄を祈念し申し込まれる

方が増えています。長引く平成不況を乗り

越えるためにも、ぜひ企業繁栄祈願をおす

すめいたします

日　程 ４月２４日（日）午後２時３０分

会　場 大本東京本部

申し込み 申込用紙を送付しますので、ご希

望の方は下記までご連絡ください

（なお昨年お申し込みいただいた

方には郵送いたします）

申込先 〒110-0008 台東区池之端 2-1-44

	 大本東京本部　総務部

※玉串は後日郵送か当日持参かを

必ず明記してください

御玉串 一企業一万円以上（申込書に添え

て玉串袋にてお納めください）

締　切 ４月１８日（月）

	 ※なお、ご祈願は祈願祭以降一週

間（４月３０日まで）行います

日本の周辺海域は生き物の宝庫


