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題 字 出口直日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成23年（2011）

７月号・Julio

艱か
ん
な
ん難

の
大だ

い

な
る
あ
と
は
幸か

う
ふ
く福

の

め
ぐ
み
の
花は

な

の
大だ

い

な
る
が
咲さ

く

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
姫
金
神
」

環
境
破
壊
、
世
の
終
末
を
憂
う	

東
京
本
部
長
　
松ま

つ

田だ

行ゆ
き

彦ひ
こ

本
年
一
月
の
巻
頭
言
で
、「
陽ひ

照
り
輝
き
だ
す
辛か

の
と
う卯

を
迎
え
ま
し
た
。（
中
略
）
来
年
は
開
教
百
二
十
年
の

佳
節
を
迎
え
る
た
め
に
も
今
年
は
大
事
な
年
で
あ
り
ま
す
。
漢
字
一
文
字
〝
活
〟〝
喜
〟
を
勝
ち
取
り
ま
し
ょ
う
。

大
和
合
『
○大

和

』
の
心
で
参
り
ま
し
ょ
う
」
と
結
び
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
は
関
東
教
区
と
し
て
は
、
首
都
圏
宣
教
に
う
っ
て
一
丸
と
な
り
邁
進
あ
る
の
み
と
覚
悟
し

て
の
時
、
突
如
、
三
月
十
一
日
東
日
本
大
震
災
が
発
生
。
世
界
中
が
驚
愕
と
恐
怖
の
事
態
に
陥
り
ま
し
た
。

あ
れ
か
ら
四
ヵ
月
近
く
経
ち
ま
し
た
が
、
遅
々
と
し
て
復
興
が
進
ま
ず
、
将
に
地
獄
絵
を
見
る
思
い
で
す
。

特
に
被
災
地
の
皆
さ
ま
の
悲
し
み
、
途
方
に
暮
れ
る
お
姿
の
映
像
に
は
、
か
け
る
言
葉
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

教
団
と
し
て
、
い
ち
早
く
、
教
主
さ
ま
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
被
災
死
亡
さ
れ
た
人
々
の
霊
魂
救
済
の

た
め
の
各
祭
典
と
、
さ
ら
に
連
続
す
る
災
害
の
鎮
静
・
復
興
を
祈
願
し
、
救
援
隊
を
現
地
に
派
遣
し
炊
き
出

し
は
も
ち
ろ
ん
、
片
付
け
や
お
見
舞
い
活
動
な
ど
、
回
数
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

被
災
地
の
方
々
も
、
全
国
各
地
か
ら
の
応
援
に
、
少
し
ず
つ
気
を
取
り
直
し
、
動
き
出
し
た
よ
う
で
あ
り
、

今
後
も
長
い
期
間
を
か
け
て
の
救
済
活
動
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

人
類
の
知
恵
や
学
問
、
科
学
の
粋
を
集
め
る
こ
の
二
十
一
世
紀
に
お
い
て
、
自
然
の
力
の
前
に
は
赤
子
同
然
、

屁
の
つ
っ
ぱ
り
に
も
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
般
論
で
す
が
、
人
間
の
傲
慢
さ
に
決
別
し
、
素
直
さ
や
思
い

や
り
の
心
を
取
り
戻
し
、
共
生
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
、
自
分
も
何
ら
か
の
報
恩
の
仕
事

が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
類
は
将
に
存
亡
の
岐
路
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
人
と

は
？　

人
生
の
本
義
と
は
？　

神
仏
と
は
？　

等
々
根
本
的
問
題
を
今
一
度
深
く
見
つ
め
直
す
時
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

人
類
存
亡
を
賭
け
た
今
世
紀
に
生
ま
れ
合
わ
せ
、
さ
ら
に
大
本
信
徒
と
し
て
、
同
じ
み
教
え
を
共
有
す
る

私
た
ち
は
、
今
何
を
為
す
べ
き
か
？　

ど
う
あ
る
べ
き
か
？　

を
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
サ
ァ

皆
さ
ん
、
勇
気
を
持
つ
て
、
明
る
い
未
来
『
地
上
天
国
』
招
来
を
目
指
し
て
共
に
行
動
を
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。
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「
あ
り
が
た
い
」「
も
っ
た
い
な
い
」「
お
か
げ
さ

ま
で
」「
天
地
の
冥
加
に
尽
き
る
」
な
ど
の
言
葉
も
、

先
人
た
ち
は
生
活
の
中
で
自
然
に
築
い
て
こ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

出
口
直
日
三
代
教
主
は
『
四
恩
』
と
い
う
教
え

を
説
き
ま
し
た
。『
天
の
恩
、
土
の
恩
、
父
母
の
恩
、

衆
生
の
恩
』。
こ
の
四
恩
を
日
本
人
は
生
活
の
中
で

自
然
に
身
に
つ
け
て
生
か
し
て
き
た
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
聖
師
は
、『
日
本
の
国
に
生
ま
れ
た
り
と
い

え
ど
も
、
行
状
な
き
も
の
は
と
つ
く
に
人
な
り
。
日

本
の
行
状
は
神
を
第
一
と
す
る
に
あ
り
。
日
本
は
仁

義
を
も
っ
て
立
て
し
国
、
大

や
ま
と
だ
ま
し
い

和
魂
を
も
っ
て
国
の
心

と
す
。
日
本
の
精
神
を
貫
か
ん
が
た
め
に
は
、
時
に

よ
り
て
は
利
益
損
害
の
問
題
を
度
外
に
お
き
て
活
動

せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
ぞ
日
本
国
の
特
殊
の
主
義

な
り
。
日
本
は
世
界
中
を
救
く
る
の
責
任
を
有
す
。

日
本
は
神
の
御
心
を
心
と
し
て
動
く
べ
き
国
な
り
』

（「
道
の
栞
」）
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
元
々
日
本

人
は
、
み
ん
な
が
神
さ
ま
を
信
仰
し
て
い
て
、
日
常

生
活
の
中
に
、
神
さ
ま
が
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
し
て
神
第
一
で
物
事
を
行
い
、
仁
義
や
大
和
魂
を

国
の
心
と
し
て
、
ま
た
利
益
、
損
害
は
度
外
視
し
て
、

神
の
御
心
を
心
と
し
て
動
い
て
、
世
界
を
救
う
働
き

を
担
う
の
が
日
本
（
人
）
な
の
で
す
。

偉
大
な
日
本
の
先
人
た
ち

実
際
に
、
自
分
の
立
場
を
無
に
し
て
、
命
が
け

で
働
い
た
日
本
人
が
、
歴
史
を
遡
る
と
た
く
さ
ん
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

例
え
ば
、
八は

っ

田た

與よ

一い
ち

氏
は
、
明
治
十
九
年
に
石

川
県
金
沢
で
生
ま
れ
、
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
卒
業

後
、
す
ぐ
に
台
湾
総
督
府
の
土
木
局
に
勤
務
さ
れ
、

「
そ
ん
な
バ
カ
な
!?
」「
そ
ん
な
こ
と
あ
り
え
な
い
で

し
ょ
う
!?
」
と
疑
っ
て
い
た
ら
、
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
広
が
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
も
う
一
つ
申
し
ま
す
と
、
私
た
ち
が
住
む
体

的
な
世
界
と
、
霊
的
な
世
界
と
の
向
上
の
た
め
に
は
、

「
疑
う
こ
と
」
と
「
信
じ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
大

き
な
違
い
が
生
じ
て
き
ま
す
。

体
的
な
世
界
の
例
と
し
て
は
、
今
回
の
福
島
原
子

力
発
電
所
の
事
故
が
な
ぜ
起
き
た
の
か
と
い
う
と
、

疑
い
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

ど
こ
か
で
〝
原
発
は
安
全
な
ん
だ
〟
と
、
信
じ
き
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
だ
と
思
う
の
で
す
。

昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
に
起
き
た
、ス
ペ
ー

ス
シ
ャ
ト
ル
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
号
の
爆
発
事
故
も
、

〝
事
故
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
〟
と
疑
う
こ
と
が

た
り
な
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
霊
的
な
世
界
で
は
信
じ
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
例
え
ば
、
大
本
の
祭
典
で
は
雌
松
に

垂し

で手
を
つ
け
た
玉
串
を
お
供
え
し
ま
す
が
、
こ
の
雌

松
と
垂
手
の
意
味
を
聞
か
れ
た
ら
、「
こ
れ
は
衣
と

材
木
（
住
居
）
を
表
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
教
え

る
わ
け
で
す
が
、「
松
の
枝
が
な
ん
で
材
木
に
な
る

ん
だ
？
」「
た
だ
の
紙
が
な
ん
で
衣
な
ん
だ
？
」
と
、

疑
い
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
世
界
で
は
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
の
違
い
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
き

自
分
の
世
界
を
広
げ
る
に
は

出
口
日
出
麿
先
生
は
、
次
の
よ
う
に
お
示
し
下

さ
っ
て
い
ま
す
。『
認
め
た
だ
け
が
世
界
で
あ
り
、

肯
定
し
た
だ
け
が
自
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
が

す
な
わ
ち
世
界
で
あ
る
』
‥
‥
と
。

私
た
ち
は
普
段
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
目
に
し
な
が

ら
、
な
か
な
か
認
め
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
目
に
見
え
な
い
も
の
に
な
り

ま
す
と
、
ま
る
で
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る

こ
と
が
、
人
生
に
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
部
屋
に
は
黒
板
や
蛍
光
灯
、
パ
ソ
コ
ン
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
な
ど
、
い
ろ
ん
な
物
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
水
差
し
に
は
喉
を
潤
す
働
き
が
あ
り
、
机

は
資
料
を
置
く
こ
と
が
で
き
、
物
書
き
が
容
易
に
な

る
働
き
が
あ
っ
て
、
時
計
は
時
刻
を
示
す
働
き
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
認
め
、
肯
定
す
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
そ
れ
は
自
分
の
世
界
の
も
の
と
し
て
広
が

り
ま
す
。
し
か
し
、
気
付
く
こ
と
も
認
め
る
こ
と
も

で
き
な
か
っ
た
ら
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
自
分
の
世

界
が
広
が
ら
ず
、
ま
っ
た
く
自
分
の
も
の
に
は
な
ら

な
い
と
い
う
意
味
の
お
示
し
で
す
。

特
に
、
目
に
見
え
な
い
霊
的
な
世
界
に
つ
い
て
は
、

「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
な
ん
だ
！
」
と
の
思
い
が
次
々

に
あ
れ
ば
、
自
分
の
世
界
は
さ
ら
に
広
が
り
ま
す
が
、

た
い
と
思
い
ま
す
。

神
心
で
動
い
て
い
た
日
本

大
神
さ
ま
の
目
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ば
、
私
た
ち
は

す
べ
て
「
神
の
子
・
神
の
生
宮
」
で
す
。

ま
た
、
日
本
に
つ
い
て
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、

『
日
本
は
真
の
高
天
原
で
あ
る
。
神
の
お
集
ま
り
に
な

る
け
っ
こ
う
な
御
国
で
あ
る
。
世
界
の
本も

と

と
な
る
べ

き
国
で
あ
る
か
ら
、
三
千
世
界
を
救
う
と
こ
ろ
の
誠

の
生
神
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
』（「
道
の
栞
」）
と
、

日
本
の
国
の
尊
さ
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た

ち
の
魂
の
奥
底
に
は
、〝
日
本
は
尊
い
国
だ
！
〟
と
い

う
自
負
が
生
き
続
け
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

ギ
リ
シ
ャ
で
生
ま
れ
た
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
）
氏
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）

年
に
来
日
し
て
英
語
教
師
の
か
た
わ
ら
、
日
本
の
素

晴
ら
し
い
と
こ
ろ
を
ご
覧
に
な
っ
て
、「
知
ら
れ
ざ

る
日
本
の
面
影
」
な
ど
多
数
の
著
書
を
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
特
に
島
根
県
松
江
の
人
た
ち
が
朝
に
な
っ
た

ら
、
東
か
ら
上
が
る
太
陽
に
向
か
っ
て
、
パ
チ
パ
チ

と
手
を
叩
き
拝
ん
で
い
る
姿
を
見
て
「
こ
ん
な
に
信

心
深
い
国
は
、
今
ま
で
に
世
界
中
で
見
た
こ
と
が
な

い
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
ノ
ー
ベ

ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
ケ
ニ
ア
の
環
境
副
大
臣
ワ
ン

ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
氏
は
、
日
本
を
訪
問
さ
れ
た
時

に
、R

リ

ユ

ー

ス

e
u
se

（
再
利
用
）
とR

リ

デ

ュ

ー

ス

e
d
u
c
e

（
減
少
）
と

R

リ

サ

イ

ク

ル

e
c
y
c
le

（
再
資
源
化
）
とR

リ

ペ

ア

e
p
a
ir

（
修
繕
）
の
四

つ
の
Ｒ
を
ま
と
め
て
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
言
っ

て
い
る
こ
と
を
知
り
、
飢
餓
を
な
く
す
た
め
に
は
こ

の
「
も
っ
た
い
な
い
」
を
世
界
に
広
げ
て
い
か
な
く

て
は
い
け
な
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
、「
も
っ
た
い
な

い
運
動
」
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
人
の
誇
り
と
使
命

第
99
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

日
本
人
の
誇
り
と
使
命

講師  出
で

口
ぐ ち

眞
ま さ

人
と

（社会福祉法人「愛善信光会」
『亀岡保育園』理事長）
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て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

魂
の
奥
底
に
あ
る
も
の
を
引
き
出
す

こ
れ
ら
私
た
ち
日
本
（
人
）
の
精
神
を
創
り
上
げ

た
元
と
い
う
も
の
は
、
穢け

が

れ
の
な
い
正
し
く
素
直
な

心
で
あ
り
、神
道
の
教
え
で
あ
る
「
惟

か
ん
な
が
ら

神
の
道
」
と
か
、

「
大
和
魂
・
大
和
心
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、

大
本
で
教
え
ら
れ
て
い
る
、『
四
大
主
義
（
清
潔
主

義
・
楽
天
主
義
・
進
展
主
義
・
統
一
主
義
）』
や
『
四

大
綱
領
（
祭
・
教
・
慣
・
造
）』
と
い
っ
た
も
の
が
、

日
本
（
人
）
の
心
を
築
き
上
げ
て
き
た
と
言
え
る
の

で
す
。

哲
学
者
の
梅
原
猛
氏
は
、
本
年
五
月
七
日
の
「
京

都
新
聞
」
朝
刊
で
、「
今
回
の
大
震
災
は
、
近
代
人

が
共
通
に
真
理
と
考
え
て
い
る
思
想
が
、
実
は
幻
想

に
過
ぎ
な
い
神
話
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
を

投
げ
か
け
る
。
自
然
は
母
の
如
く
や
さ
し
い
も
の
で

あ
る
が
、
父
の
如
く
怒
り
狂
う
こ
と
が
あ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
奴
隷
と
し
て
使
う
こ
と
は
大
変
な
誤

謬
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
原
発
に
依
存
す

る
こ
と
な
し
に
果
た
し
て
豊
か
で
便
利
な
現
代
の
文

明
社
会
は
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
と
と
も
に
、

自
然
は
果
た
し
て
奴
隷
の
如
く
、
人
間
に
唯い

い々

諾だ
く
だ
く々

と
従
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
が
根
本
的
に
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

自
然
と
い
う
も
の
を
〝
科
学
技
術
で
征
服
し
て
い
け

る
〟
と
思
う
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
か
？　

と
訴
え

て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

今
後
は
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
「
風
力
・
地
熱
・
太

陽
光
」
な
ど
が
主
と
し
て
使
用
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
日
本
人
の
知
恵
に
大
い
に
期
待
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
震
災
が
、
今
の
私
た
ち
の
生
き
方
、
暮
ら
し

ぶ
り
を
見
つ
め
直
す
、
考
え
直
す
き
っ
か
け
を
与
え

て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
大
本
の
教
義
、
ま
た
日
本
古

来
か
ら
の
教
え
に
あ
る
、「
潔
斎
」「
鎮
魂
」「
祈
り
」

を
実
践
し
て
い
き
、
魂
の
奥
底
に
あ
る
も
の
を
表
に

引
き
出
す
。
そ
れ
こ
そ
が
日
本
人
の
誇
り
で
あ
り
、

使
命
だ
と
思
う
の
で
す
。

自
分
と
自
分
自
身
に
橋
を
か
け
る

お
そ
ら
く
、
私
た
ち
の
体
の
中
に
は
、
皇
室
に
対

す
る
尊
敬
の
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
潜
在
的
に

あ
る
と
思
う
の
で
す
。

数
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
東
京
の
増
上
寺
前
の
通
り
を
行
き
ま
し
た
ら
、

車
が
全
く
走
っ
て
い
ま
せ
ん
。
警
官
が
ポ
ツ
ポ
ツ
と

警
備
し
て
い
た
の
で
「
あ
、
こ
れ
は
何
か
重
要
な
人

が
通
る
か
も
し
れ
な
い
な
」
と
思
い
、
待
っ
て
お
り

ま
し
た
ら
、
目
の
前
を
走
る
車
に
美
智
子
妃
殿
下
が

乗
車
さ
れ
て
い
る
姿
が
見
え
た
の
で
す
。「
あ
、
美

智
子
さ
ま
だ
‥
‥
」
と
思
っ
て
い
た
ら
、
自
然
と
頭

を
下
げ
て
い
る
自
分
に
気
が
付
い
た
の
で
す
（
笑
）。

自
分
で
も
お
か
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
そ
う

い
う
何
か
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
震
災
後
し
ば
ら
く
行
わ

れ
て
い
た
計
画
停
電
の
際
に
は
、
節
電
の
た
め
に
ブ

レ
ー
カ
ー
を
落
と
し
て
、
ロ
ウ
ソ
ク
の
灯
り
で
食
事

を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
姿
が
、
我
々
の
象
徴
た

る
皇
室
な
の
で
す
。

ま
た
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
の
国
際
児
童
図

書
評
議
会
の
折
に
、
美
智
子
妃
殿
下
は
「
橋
を
か
け

る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ス
ピ
ー
チ
を
さ
れ
ま
し
た
。

「
生
ま
れ
て
以
来
、
人
は
自
分
と
周
囲
と
の
間
に
、

一
つ
一
つ
橋
を
か
け
、
人
と
も
、
物
と
も
、
つ
な
が

五
十
六
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
全
生
涯
を
台
湾
の
た

め
に
尽
く
し
た
方
で
す
。

当
時
の
台
湾
は
、
毎
年
水
害
の
被
害
を
被
っ
て

い
て
、
そ
こ
で
八
田
氏
に
「
烏う

山さ
ん
と
う頭

ダ
ム
の
建
設
工

事
を
し
て
ほ
し
い
」
と
の
依
頼
が
あ
り
、
大
正
九

（
一
九
二
〇
）
年
か
ら
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
ま
で
、

十
一
年
の
歳
月
を
か
け
て
、
当
時
ア
ジ
ア
一
と
言
わ

れ
た
烏
山
頭
ダ
ム
と
、
一
万
六
千
㌖
に
及
ぶ
気
の
遠

く
な
る
よ
う
な
規
模
の
用
水
路
を
築
か
れ
ま
し
た
。

ま
た
八
田
氏
は
、
ダ
ム
建
設
の
業
績
は
も
と
よ
り
、

当
時
の
土
木
作
業
員
の
生
活
改
善
に
も
、
心
血
を
注

が
れ
ま
し
た
。
危
険
な
現
場
に
自
ら
一
緒
に
足
を
踏

み
入
れ
、
事
故
で
作
業
員
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
に

は
、
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
台
湾
人
で
あ
ろ
う
と
区
別

な
く
、
非
常
に
厚
い
心
で
尽
く
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

で
す
か
ら
、
台
湾
の
方
に
と
っ
て
八
田
氏
は
神
さ
ま

み
た
い
な
存
在
で
あ
り
、
今
で
も
台
湾
の
歴
史
教
科

書
な
ど
に
は
、
そ
の
功
績
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い

る
と
言
い
ま
す
。

ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
リ
ト
ア
ニ
ア
の
日

本
領
事
館
の
領
事
代
理
を
さ
れ
て
い
た
、
杉す

ぎ
は
ら原

千ち

畝う
ね

氏
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
迫
害
に
よ
っ
て
、
欧
州
各

地
か
ら
逃
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
に
対
し
て
、
外

務
省
か
ら
の
訓
令
に
反
し
な
が
ら
も
、
大
量
の
通
過

ビ
ザ
を
発
給
し
、
六
千
人
も
の
方
の
命
を
救
い
ま
し

た
。
何
日
間
も
寝
ず
に
ビ
ザ
を
発
給
し
た
そ
う
で
す
。

外
務
省
は
長
い
間
、
杉
原
氏
の
偉
業
を
無
視
し
て

い
ま
し
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
こ
の
行

い
が
人
道
的
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
と
評
価
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
損
得
を
抜
き
に
し
て
、
か
つ
て
の
日

本
人
た
ち
は
世
界
に
貢
献
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
素
晴

ら
し
い
精
神
が
私
た
ち
の
体
の
中
に
も
、
必
ず
流
れ

り
を
深
め
、
こ
れ
を
自
分
の
世
界
と
し
て
生
き
て
い

ま
す
。
こ
の
橋
が
か
か
ら
な
か
っ
た
り
、
か
け
て
も

橋
と
し
て
の
機
能
を
果
た
さ
な
か
っ
た
り
、
時
と
し

て
橋
を
か
け
る
意
志
を
失
っ
た
時
、
人
は
孤
立
し
、

平
和
を
失
い
ま
す
。
こ
の
橋
は
外
に
向
か
う
だ
け
で

な
く
、
内
に
も
向
か
い
、
自
分
と
自
分
自
身
と
の
間

に
も
絶
え
ず
か
け
続
け
ら
れ
、
本
当
の
自
分
を
発
見

し
、
自
己
の
確
立
を
う
な
が
し
て
い
く
よ
う
に
思
い

ま
す
」
‥
‥
。

私
が
驚
い
た
の
は
、「
自
分
と
自
分
自
身
と
の
間

に
橋
を
か
け
る
」
と
い
う
お
言
葉
で
す
。

私
た
ち
は
普
段
、
感
情
や
理
性
で
動
く
こ
と
が
多

い
で
す
が
、
そ
の
も
う
一
方
で
、
魂
の
奥
底
に
い
る

「
本
守
護
神
」
と
し
て
の
本
当
の
自
分
自
身
が
い
る

の
で
す
。
皆
さ
ん
こ
の
こ
と
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
き

た
い
の
で
す
。

感
情
の
自
分
に
翻ほ

ん
ろ
う弄

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性

か
ら
、
も
う
一
つ
内
部
の
本
性
・
魂
の
自
分
自
身
に

橋
を
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
、
か
つ
て
の
日
本
人
は
、

そ
れ
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

日
本
人
の
誇
り
、
使
命
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
、
と
思
え
て
な

り
ま
せ
ん
。

今
回
の
震
災
で
、
世
界
の
人
た
ち
は
日
本
人
の
秩

序
正
し
さ
に
、
非
常
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。「
こ

れ
だ
け
の
災
い
が
起
こ
っ
て
、
な
ぜ
日
本
人
は
秩
序

正
し
く
い
ら
れ
る
の
だ
」
と
驚
異
の
目
で
見
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
の
中
に
あ
る
、
日
本
人
の

す
ご
さ
が
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
と
共
に
、
私

た
ち
は
日
本
人
の
誇
り
と
使
命
を
、
身
近
な
と
こ
ろ

か
ら
見
つ
め
直
し
て
、
本
当
の
神
さ
ま
の
み
心
に
沿

う
生
き
方
を
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
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福
島
主
会
で
は
、
五
月
二
十
九
日
午
後
十
二
時
か
ら
、
南
相
馬
市
原
町
区
下
渋
佐
字
後
川

に
お
い
て
、
斎
主
・
嶋
貫
光
喜
同
主
会
祭
務
部
長
の
も
と
「
東
日
本
大
震
災
鎮
静
・
復
興
祈

願
祭
並
び
に
犠
牲
者
合
同
慰
霊
祭
」
を
執
行
。
福
島
主
会
の
信
徒
を
は
じ
め
、
松
田
行
彦
東

京
本
部
長
、
加
部
祥
児
大
本
総
代
会
議
長
、
関
東
教
区
の
機
関
長
ら
三
十
六
人
が
参
拝
し
た
。

台
風
二
号
接
近
に
と
も
な
う
冷
た
い
雨
が
降
り
し
き
る
な
か
、

地
区
全
体
が
津
波
に
の
ま
れ
、
い
ま
だ
瓦
礫
の
残
る
荒
れ
地
に
祭

場
を
設
け
て
祭
典
を
執
行
。
参
拝
者
は
余
震
と
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
事
故
の
鎮
静
と
被
災
地
の
復
興
、
そ
し
て
犠
牲
と
な
ら

れ
た
方
々
の
霊
界
で
の
み
幸
を
真
剣
に
お
祈
り
し
た
。

な
お
、
祭
典
に
先
立
ち
、
代
表
者
五
人
が
被
害
の
大
き
か
っ

た
相
馬
市
松
川
浦
地
区
に
赴
き
、
松
田
東
京
本
部
長
の
先
達
で

「
神
言
」
を
奏
上
。
教
主
さ
ま
よ
り
ご
下
付
さ
れ
た
玉
水
と
金
明

水
を
海
に
注
ぎ
、
一
日
も
早
い
鎮
静
と
復
興
を
祈
念
し
た
。

関
東
教
区
少
年
夏
期
学
級
一
覧

☀
埼
玉
主
会

期
　
日	

８
月
20
日
（
土
）

会
　
場	

東
京
本
部（

台
東
区
池
之
端
２–

１–

44
）

連
絡
先	

高
野

清

	

電
話
０
９
０
・
５
７
９
５
・
２
２
９
６

☀
茨
城
主
会

期
　
日	

７
月
29
日
（
金
）
〜
７
月
31
日
（
日
）

会
　
場	

つ
く
ば
市
六
斗
の
森

（
つ
く
ば
市
六
斗
1002
番
地
）

連
絡
先	

飯
田
俊
郎

	

電
話
０
２
９
７
・
６
２
・
０
５
０
１

☀
千
葉
主
会

期
　
日	

８
月
６
日
（
土
）
〜
８
月
７
日
（
日
）

会
　
場	

大
多
喜
古
民
家
「
中
野
屋
」

（
夷
隅
郡
大
多
喜
町
小
土
呂
197	

）

連
絡
先	

秋
山

広

	

電
話
０
４
３
・
４
４
５
・
３
０
６
５

☀
東
京
主
会

期
　
日	

７
月
16
日
（
土
）
〜
18
日
（
月
・
祝
）

会
　
場	

伊
奈
キ
ャ
ン
プ
場
（
あ
き
る
の
市
伊
奈
）

連
絡
先	

深
津
ミ
ツ

	

電
話
０
８
０
・
４
３
４
５
・
３
２
８
８

☀
神
奈
川
主
会

期
　
日	

７
月
30
日
（
土
）
〜
７
月
31
日
（
日
）

会
　
場	

丹
沢
湖
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト

（
足
柄
上
郡
山
北
町
玄
倉
490-

２
）

連
絡
先	

長
友
芳
之

	

電
話
０
９
０
・
６
１
７
０
・
６
０
２
７

☆
子
ど
も
た
ち
の
送
り
出
し
を
お
願
い
し
ま
す

「
エ
ル
サ
レ
ム
歌
祭
へ
の
道
」
と
題
し
て
同
会
創
立

記
念
講
演
を
行
っ
た
。

第
100
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

第
一
〇
〇
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
六
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
、
斉
藤
泰
教
学
研
鑚
室
長

を
講
師
に
「
大
本
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
」
と
題

し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
二
十
三
人
（
内
、

一
般
三
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
の
聖
地
や
教
祖
、
教
主
な
ど

の
特
色
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
歴
史
や
歴
代
教
主
さ

ま
の
神
業
に
つ
い
て
解
説
。「
大
本
は
開
祖
が
示
さ

れ
た
『
初
発
の
神
諭
』
を
、
歴
代
教
主
の
も
と
、

具
現
化
す
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
説
い
た
。
参
加
者

か
ら
は
「
大
変
興
味
深
く
、
も
っ
と
〝
大
本
〟
の

こ
と
を
知
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
（
三
十
七
歳
・

一
般
・
女
性
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

「
出
口
王
仁
三
郎
人
類
愛
善
会
初
代
総
裁
が
目
指
し

た
恒
久
平
和
・
み
ろ
く
の
世
実
現
に
向
け
て
、
今

後
と
も
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
」
と
力
説
し
た
。

続
い
て
、
鹿
子
木
旦
夫
人
類
愛
善
会
副
会
長
が

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
平
和

祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
六
月
十
二
日
、
午
前

十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
森
良
秀
東
京
本
部
次

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
三
百
七
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
東
京
主
会
、
少
年
・
少
女
祭
員
は
同
主

会
の
涌
井
大
嗣
郎
く
ん
と
土
方
清
美
さ
ん
、
伶
人

は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
朝
倉
泰

群
馬
主
会
長
、
添
釜
は

宇
野
社
中
の
皆
さ
ん
が

担
当
し
た
。

祭
典
後
、
松
田
行
彦

東
京
本
部
長
が
あ
い
さ

つ
に
立
ち
、
教
主
さ
ま

の
台
湾
ご
親
教
の
報
告

と
人
類
愛
善
会
創
立
の

歴
史
や
意
義
を
紹
介
。

鹿子木旦夫人類愛善会副会長

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

７
月東

光
苑
月
次
祭

	

10
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
101
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
①

—

霊
界
の
実
在

	

講
師

尾
﨑
泰
良
（
管
理
局
神
苑
部
・
大
道
場
講
師
）

	

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

８
月神

集
祭
遥
拝
祭
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

	

５
日
（
金
）	

夕
拝
時

一日も早い鎮静と復興を祈願

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

	

７
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

神
集
祭
遥
拝
祭
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

	

11
日
（
木
）	

夕
拝
時

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
102
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
②

—

心
豊
か
に
暮
ら
す
四
つ
の
秘
訣

	

講
師

西
永
篤
史
（
大
本
120
年
史
編
纂
室
次
長
）

	

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

福島主会が震災鎮静・復興祈願と慰霊祭を執行


