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題 字 出口直日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成23年（2011）

１１月号・Novembro

身み

の
垢あ

か

は
湯ゆ

水み
づ

石せ
き
け
ん鹸

で
あ
ら
へ
ど
も

洗あ
ら

ひ
が
た
き
は
心

こ
こ
ろ

な
り
け
り

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
翁
」

人
型
お
す
す
め
の
ご
用
を
共
々
に	

総
務
管
理
課
長
　
木き

村む
ら

　
茂

し
げ
る

十
一
月
を
迎
え
、
来
年
の
節
分
に
向
か
っ
て
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
神
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
て
い
る
大
切
な
ご
用
で
あ
る
「
人
型
お
す
す
め
」
の
季
節
で
す
。

多
く
の
皆
さ
ん
が
こ
の
時
期
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
が
、
本
年
は
特
に
、
東
日
本
大
震

災
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
放
射
能
汚
染
を
は
じ
め
西
日
本
の
台
風
被
害
等
幾
多
の
災
害
の

発
生
し
た
年
に
な
り
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
一
日
も
早
い

復
興
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

過
ぎ
し
一
年
間
の
罪
、
汚
れ
を
し
っ
か
り
祓
い
、
次
の
一
年
の
無
事
を
願
う
大
祓
の
神
事
は
、
ま
こ
と
に

意
義
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
年
ど
う
か
世
界
や
日
本
そ
し
て
個
人
の
わ
ざ
わ
い
を
、
大
難
を
小
難

に
、
小
難
を
無
難
に
と
願
い
、
人
型
の
お
す
す
め
活
動
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
十
五
年
ほ
ど
前
「
全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
の
日
」
に
口
丹
波
主
会
青
年
部
の
一
員
と
し
て
、
初
め
て

お
す
す
め
に
廻
り
ま
し
た
。
天
恩
郷
付
近
の
住
宅
地
の
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
越
し
で
の
や
り
取
り
で
対
面
も
叶
わ

な
い
中
、
百
軒
以
上
訪
問
し
て
一
軒
受
け
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
あ
り
様
の
修
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
は
当
時
以
上
に
厳
し
い
状
況
の
中
、
新
規
に
お
受
け
い
た
だ
け
る
の
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
事
前

に
配
布
す
る
人
型
宣
教
チ
ラ
シ
の
活
用
や
、
友
人
・
知
人
へ
の
手
紙
に
よ
る
お
す
す
め
な
ど
が
有
効
な
方
法

と
思
わ
れ
ま
す
。

大
本
で
は
ご
神
業
は
機
の
ご
用
に
例
え
ら
れ
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
使
命
を
い
た
だ
い
て
お
り
、
一
人
ひ
と
り

の
ハ
タ
ラ
キ
で
、
少
し
ず
つ
全
体
の
機
の
模
様
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
ど
ん
な
模
様
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
、

振
り
返
っ
て
見
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
。
一
人
ひ
と
り
が
そ
の
時
そ
の
時
の
ご
用
を
精
い
っ
ぱ
い
し
て
い
れ

ば
、
素
晴
ら
し
い
模
様
の
機
が
織
れ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ご
用
の
な
か
で
平
等
に
与
え
ら
れ
て

い
る
の
が
人
型
お
す
す
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
部
で
は
、
人
型
お
す
す
め
活
動
の
本
年
度
重
要
課
題
と
し
て
、
一
人
三
百
体
以
上
の
お
す
す
め
・
後
継

者
の
育
成
・
お
す
す
め
地
域
の
開
拓
な
ど
が
示
さ
れ
、
結
果
と
し
て
実
績
十
％
増
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

気
持
ち
を
引
き
締
め
、
勇
猛
心
を
発
揮
し
て
、
お
す
す
め
活
動
に
共
々
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。
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た
ち
ま
ち
私
た
ち
の
生
活
は
お
か
し
く
な
っ
て
し

ま
う
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
現
界
で
は
、
私
た
ち
人
間
が
神
さ
ま
に
代

わ
っ
て
、
現
界
の
発
展
を
進
め
拓
い
て
い
く
こ
と

が
、
使
命
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
お
出
会
い
す

る
人
た
ち
と
仲
良
く
親
し
み
、
に
ぎ
み
合
っ
て
、

共
々
に
ま
つ
り
あ
っ
て
、
努
力
精
進
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。

教—

天
授
の
真
理

大
本
で
説
く
教
え
と
は
、〝
緒お

を
強し

う
る
〟、
矯

正
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
〝
お
〟
は
魂
の
緒
で
霊

魂
の
こ
と
で
す
。『
魂
の
緒
を
強
う
る
』
の
が
『
教

え
』
で
あ
っ
て
、決
し
て
数
学
や
歴
史
、科
学
と
い
っ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
神
さ
ま
か
ら
一
人
に
一
つ
ず
つ
、

命
と
い
う
名
の
魂
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
魂
に
は
、
一
霊
四
魂
の
働
き
が
あ

り
ま
す
。（
次
頁
図
参
照
）

一
霊
と
は
「
直
ち
ょ
く
れ
い霊

」
と
言
い
、
四
魂
は
「
荒あ
ら

魂み
た
ま・
和
に
ぎ
み
た
ま
魂
・
幸
さ
ち
み
た
ま
魂
・
奇
く
し
み
た
ま
魂
」
の
四
つ
の
こ
と
を
言

い
ま
す
。

こ
の
一
霊
の
直
霊
は
、
直な
お

日ひ

と
も
言
い
、
省
み

る
力
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
直
霊
が
正
し
く

働
き
省
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
荒
魂
は
勇
気
や

奮
起
と
い
っ
た
前
向
き
な
力
が
発
揮
し
、
和
魂
は

親
和
や
平
安
と
い
っ
た
力
が
、
幸
魂
は
愛
の
は
た

ら
き
が
あ
り
、
も
の
を
生
み
進
化
さ
せ
育
て
る
力

が
、
そ
し
て
奇
魂
は
知
恵
が
豊
に
な
り
、
巧
み
に

物
事
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
観
察
力
が
増
し

て
悟
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
一
霊
が
省
み
る
力
を
発
揮
で
き

な
く
な
る
と
、
直
霊
が
曲
き
ょ
く
れ
い

霊
と
な
っ
て
我わ
れ

良よ

し
な

が
成
功
し
、
医
師
も
「
奇
跡
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
」
と
驚
く
ほ
ど
の
ご
神
徳
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
し
て
私
は
と
い
う
と
、
神
さ
ま
や
信
仰
に

疑
念
を
抱
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
深
く
反
省
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

父
は
そ
の
後
も
脊
髄
性
筋
萎
縮
症
と
い
う
難
病

を
患
い
ま
し
た
。
し
か
し
ど
ん
な
状
況
下
に
あ
っ

て
も
、
ひ
た
す
ら
神
さ
ま
に
お
す
が
り
し
な
が
ら

前
向
き
に
生
き
る
父
か
ら
、
信
仰
者
と
し
て
の
あ

る
べ
き
姿
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

大
本
で
は
、
人
は
神
さ
ま
か
ら
命
を
授
か
り
、

こ
の
現
界
で
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
を
ま
っ
と
う
し
た

ら
、
魂
の
故
郷
で
あ
る
天
国
へ
復
る
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
命
を
如
何
に
ま
っ
と
う
す
る

の
か
が
と
て
も
重
要
に
な
る
の
で
す
。

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、『
常
に
、
祭
（
政
）
教

慣
造
の
進
歩
発
達
を
祈
願
し
、
か
つ
完
全
せ
し
む

る
を
以も
っ

て
、
人
た
る
も
の
の
天
職
』
と
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

神
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
生
命
の
中
で
、
人
と

し
て
守
る
べ
き
も
の
を
発
達
さ
せ
て
、
正
し
い
こ

と
を
踏
み
行
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
「
祭
・
教
・
慣
・
造
」
の
こ
と
を
、
大
本

で
は
「
四
大
綱
領
」
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

命
を
如
何
に
ま
っ
と
う
す
る
か

大
本
で
は
、〝
し
ゅ
ぎ
ょ
う
〟
の
こ
と
を
、
行
い

を
修
め
る
「
修
行
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
般

で
い
う
山
に
こ
も
っ
た
り
、
断
食
を
し
た
り
、
火

の
粉
の
上
を
歩
く
と
い
う
よ
う
な
業
を
修
め
る
〝
修

業
〟
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
私
た
ち
の
「
修
行
」
と
は
ど
う
い
う
も

の
な
の
か
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
私
た
ち
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
も
の
は
、

必
ず
死
を
迎
え
ま
す
。
そ
の
生
涯
は
み
な
様
々
で
、

長
寿
の
人
も
あ
れ
ば
幼
く
し
て
亡
く
な
る
お
子
さ

ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
最
期
の
瞬
間
ま
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
現
界
で
の
人
生
が
あ
り
ま
す
。 

私
事
で
す
が
、
昨
年
の
十
一
月
に
父
を
亡
く
し

ま
し
た
。
八
十
五
歳
の
生
涯
で
し
た
が
、
五
十
代

の
な
か
ば
か
ら
様
々
な
病
を
患
い
ま
し
た
。
特
に

還
暦
を
迎
え
た
こ
ろ
に
は
肺
が
ん
を
患
い
、
医
師

か
ら
余
命
三
ヵ
月
と
宣
告
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
、
そ
の
宣
告
を
聞
き
大
変
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
病
気
ば
か
り

を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
信
仰
第
一
に
生
き
て
い

た
父
と
、
大
本
の
神
さ
ま
に
対
し
て
疑
念
を
抱
き

ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
で
す
。
な
か
ば
諦
め
で
行
っ
た
手
術

祭—

惟
神
の
大
道

惟か
ん
な
が
ら
神
は
、
神
さ
ま
の
み
心
の
ま
に
ま
に
、
と
い

う
意
味
で
す
。

祭
と
言
い
ま
す
と
、
一
般
で
は
神か
ん
だ
ま
つ
り

田
祭
や
祇ぎ

園お
ん

祭ま
つ
りと

い
っ
た
神み

こ

し輿
や
山だ

し車
を
担
い
だ
り
ひ
い
た
り
、

夜
店
が
出
た
り
と
い
っ
た
お
祭
事
を
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
ま
す
が
、
大
本
で
は
「
祭
」
の
こ
と
を
〝
ま
っ

た
く
釣
り
合
う
こ
と
〟
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
天
秤
の
左
右
が
釣
り
合
う
よ
う
に
、
神
さ
ま

の
み
心
と
私
た
ち
の
気
持
ち
が
等
し
く
釣
り
合
う

こ
と
が
「
祭
」
な
の
で
す
。

こ
の
「
祭
」
に
は
「
顕け
ん
さ
い斎

」
と
「
幽ゆ
う
さ
い斎

」
と
い

う
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

「
顕
斎
」
は
形
に
表
れ
る
も
の
で
、
神
さ
ま
を
お

ま
つ
り
す
る
お
宮
が
あ
っ
て
、
お
掃
除
を
し
て
神

饌
物
を
供
え
た
り
、
お
灯
り
を
と
も
し
た
り
、
装

束
に
着
替
え
て
作
法
に
添
っ
て
柏
手
を
打
ち
、
祝

詞
を
持
っ
て
奏
上
す
る
な
ど
、
形
に
表
現
す
る
こ

と
を
言
い
ま
す
。

次
の
「
幽
斎
」
と
は
隠
れ
て
い
る
も
の
。
つ
ま

り
目
に
見
え
な
い
も
の
で
、
根
源
神
（
至
高
者
）

に
対
す
る
感
謝
や
願
い
、
希
望
と
い
っ
た
私
た
ち

の
気
持
ち
や
思
い
を
指
し
て
い
ま
す
。

大
本
で
は
、「
顕
斎
」
を
〝
祭
る
の
道
〟「
幽
斎
」

を
〝
祈
る
の
道
〟
と
説
き
、
こ
の
「
顕
斎
」
と
「
幽

斎
」
が
ま
っ
た
く
釣
り
合
う
よ
う
に
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
神
さ
ま
と
の
関
係
だ
け
に
限
っ
た
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
と
人
、
生
活
の
い
ろ
い
ろ

な
所
で
も
こ
の
真
釣
り
合
い
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

家
庭
、
学
校
、
職
場
、
ご
近
所
、
さ
ら
に
は
自
然

環
境
な
ど
、
こ
の
釣
り
合
い
が
崩
れ
て
し
ま
う
と
、

人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
③

ほ
ん
と
う
の
修
行

第
103
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
③

ほ
ん
と
う
の
修
行

講師  成
なる

尾
お

　義
ただし

（東京宣教センター
愛善宣教課主幹）
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る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
真
似
を
せ
よ
良
き
真
似
を
せ
よ
そ
の
う
ち
に
自

分
の
も
の
に
な
り
て
く
る
な
り
』

と
は
、
出
口
日
出
麿
尊
師
の
短
歌
で
す
が
、
良

い
真
似
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
ま
に
か

自
分
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

さ
ら
に
師
を
仰
ぐ
お
稽
古
事
を
習
う
こ
と
も
い

い
で
し
ょ
う
。
師
匠
と
弟
子
は
は
っ
き
り
と
し
た

縦
の
関
係
で
あ
り
、
師
の
指
導
を
仰
ぎ
、
真
似
を

し
教
わ
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
立
ち
居
振
る
舞

い
や
言
動
な
ど
を
省
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

慣—

天
人
道
の
常

「
慣
」
と
は
慣
性
や
習
慣
と
い
う
意
味
で
す
。

私
た
ち
が
暮
ら
す
地
球
は
、
太
陽
が
昇
っ
て
朝

に
な
り
、沈
ん
で
夜
に
な
り
ま
す
。
ま
た
春
夏
秋
冬
、

毎
年
変
わ
る
こ
と
な
く
季
節
が
巡
り
ま
す
。
こ
れ

が
地
球
の
慣
性
で
あ
り
、
習
慣
で
す
。

同
じ
よ
う
に
私
た
ち
人
間
も
習
慣
を
も
っ
て
、

こ
の
世
の
中
を
良
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
習
慣
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
存

在
し
ま
す
。

例
え
ば
、こ
の
東
京
本
部
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
）

で
言
い
ま
す
と
、
第
二
日
曜
日
に
お
月
次
祭
が
執

り
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
日
の
土
曜
日
に

は
当
番
で
直
心
会
と
誠
心
会
の
皆
さ
ん

が
お
掃
除
の
ご
奉
仕
に
来
て
く
だ
さ
い

ま
す
。
ま
た
月
次
祭
当
日
は
、
青
年
部

が
参
拝
席
の
準
備
を
し
た
り
、
立
松
売

り
や
コ
ー
ヒ
ー
バ
ザ
ー
を
し
た
り
、
青

松
会
の
皆
さ
ん
が
場
内
整
理
の
ご
奉
仕

を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
東
京
本
部

の
一
つ
の
慣
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
私
の
自
宅
が
あ
る
亀
岡
市
の
町
内
の
習
慣

で
言
い
ま
す
と
、
夏
休
み
の
最
終
日
曜
日
に
は
、

小
学
校
の
グ
ラ
ン
ド
の
除
草
作
業
や
通
学
路
の
大

掃
除
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
慣
わ
し

で
、
参
加
・
貢
献
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ご
近
所
づ

き
あ
い
が
で
き
、
信
頼
関
係
も
生
ま
れ
ま
す
。

も
し
も
私
や
家
族
が
、
大
本
の
神
さ
ま
の
ご
用

に
の
み
取
り
組
ん
で
、
町
内
の
行
事
や
催
し
を
無

視
し
続
け
る
と
、
私
た
ち
家
族
の
信
用
を
失
う
だ

け
で
な
く
、
ど
ん
な
に
大
本
が
素
晴
ら
し
い
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
も
理
解
し
て
も
ら
え
な
い

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
一
人
で
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
様
々

な
と
こ
ろ
に
あ
る
習
慣
を
大
切
に
し
て
、
皆
さ
ん

と
支
え
合
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

造—

適
宜
の
事
務

造
と
は
生
業
を
通
し
て
、
世
の
た
め
人
の
た
め

に
、
善
事
を
造
り
出
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
お
仕
事
、
活
動
が
神
さ
ま

の
ご
用
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
今
、
東
京
本
部
の
職
員
と
し
て
奉
職
し
て

い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
も
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
縁
が
あ
っ

て
、
自
身
の
生
業
に
お
仕
え
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
生
業
を
通
じ
て
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
貢

献
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
人
生
に
お
い
て
の

大
き
な
役
割
な
の
で
す
。

こ
れ
は
単
に
職
業
と
し
て
働
く
こ
と
だ
け
を
指

し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
活
動
に
ご

奉
仕
す
る
こ
と
も
、
主
婦
と
し
て
ご
主
人
を
支
え
、

育
児
に
励
み
家
庭
を
守
る
こ
と
も
、
定
年
退
職
し

て
お
孫
さ
ん
の
面
倒
を
見
る
こ
と
な
ど
も
造
で
あ

り
働
き
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
神
さ
ま
の
ご
用

に
励
む
こ
と
も
立
派
な
造
で
あ
り
ま
す
。

一
日
々
々
を
大
切
に
過
ご
す

『
ど
の
修
行
が
辛
い
と
い
っ
て
も
、
人
と
人
と
の

和
を
は
か
る
修
行
ほ
ど
辛
い
も
の
は
な
い
で
し
ょ

う
。な

ぜ
な
ら
、
人
間
の
気
持
ち
ほ
ど
複
雑
で
難
し

い
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。

滝
に
打
た
れ
る
よ
う
な
修
行
も
、
修
行
に
は
違

い
な
い
で
し
ょ
う
が
、
い
わ
ば
、
自
己
満
足
の
よ

う
な
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ほ
ん
と
う
の
修
行
と
は
、
や
は
り
日
々
の
生
活
の

中
に
あ
っ
て
、
反
省
し
、
己
と
闘
い
悟
っ
て
ゆ
く

絶
え
ざ
る
前
進
へ
の
努
力
だ
と
お
も
い
ま
す
』

（
出
口
直
日
三
代
教
主
著
「
寸
葉
集
」
巻
二
）

生
き
て
い
れ
ば
い
ろ
ん
な
目
に
遭
い
ま
す
。
良

い
こ
と
も
そ
う
で
な
い
こ
と
も
。
こ
の
た
び
の
東

日
本
大
震
災
も
そ
う
で
す
。

私
た
ち
は
生
涯
を
通
し
て
、
う
れ
し
い
こ
と
、

楽
し
い
こ
と
、
悲
し
く
辛
い
こ
と
、
悔
し
い
こ
と

な
ど
、
色
々
な
目
に
遭
い
体
験
し
な
が
ら
、
そ
れ

で
も
し
っ
か
り
と
前
を
向
い
て
、
周
り
の
人
と
の

和
合
を
図
り
な
が
ら
、
常
に
省
み
つ
つ
一
日
々
々

の
生
活
を
努
力
し
て
、
築
き
上
げ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
地
域
の
人
た
ち
と
つ
な
が
り
、
日
本

の
伝
統
や
文
化
、
感
性
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
日

本
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
で
で
き
る
ご
用
に
励
ま
し
て
い
た
だ
く
こ
と
。

そ
れ
が
、
私
た
ち
が
現
界
に
生
を
受
け
て
い
る
本

当
の
意
味
で
あ
っ
て
、
大
本
で
教
え
ら
れ
て
い
る

地
上
に
天
国
『
み
ろ
く
の
世
』
を
築
く
こ
と
に
つ

な
が
る
の
で
す
。

働
き
を
引
き
起
こ
し
、
荒
魂
は
争
魂
に
な
っ
て
私

欲
の
た
め
に
争
い
を
好
み
、
粗
暴
な
性
格
に
な
り

ま
す
。
和
魂
は
悪
魂
に
な
っ
て
悪
い
こ
と
を
好
み
、

不
平
不
満
を
募
ら
せ
ま
す
。
ま
た
幸
魂
は
逆
魂
に

な
っ
て
天
地
を
畏
れ
る
こ
と
を
忘
れ
、
物
事
に
対

し
て
逆
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
奇
魂
は

狂
魂
に
な
っ
て
、
善
悪
の
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う

に
な
り
、
ま
さ
に
人
と
し
て
進
む
べ
き
道
を
誤
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
一
霊
四
魂
が
正
し
く
働

く
よ
う
に
、
日
々
の
言
動
を
省
み
て
、
魂
の
緒
を

矯
正
す
る
こ
と
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
一
言
で
省
み
る
と
言
い
ま
し
て
も
、

実
際
の
と
こ
ろ
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。

幸
い
大
本
に
は
天
授
、
神
さ
ま
か
ら
授
け
ら
れ

た
真
理
で
あ
る
、『
大
本
神
諭
』
と
『
霊
界
物
語
』

の
二
大
教
典
、
ま
た
歴
代
の
教
主
・
教
主
補
が
記

し
た
神
書
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
拝
読
す
る
こ
と
で
、

普
段
の
生
活
態
度
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
尊
敬
で
き
る
上
司
で
あ
っ
た
り
、
同
僚
で

あ
っ
た
り
、
後
輩
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
周
囲
の

人
の
長
所
を
見
て
学
ぶ
こ
と
で
、
自
分
の
言
動
を

省
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

学
ぶ
と
い
う
言
葉
は
、「
真ま

ね似
ぶ
」
か
ら
派
生
し

て
い
て
、
人
の
言
動
を
真
似
る
こ
と
か
ら
き
て
い

	

荒
魂
　
勇
　
恥
　
争
魂

	

和
魂
　
親
　
悔
　
悪
魂

直
霊
（
省
）

	
	

省	

（
欲
望
）
曲
霊

	

幸
魂
　
愛
　
畏
　
逆
魂

	

奇
魂
　
智
　
覚
　
狂
魂
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帯
の
平
安
と
弥
栄
を
祈
念
し
た
。

祭
典
後
、
森
良
秀
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
な

が
ら
家
族
や
人
々
の
絆
の
大
切
さ
に
つ
い
て
紹
介
。

「
私
た
ち
は
真
の
神
さ
ま
の
ご
守
護
の
元
で
家
族
の

絆
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
か
ら
良
き
型
が
出

せ
る
よ
う
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
の
べ
た
。

な
お
ご
祈
願
は
、
十
月
二
十
一
日
ま
で
の
一
週

間
続
け
ら
れ
た
。

第
104
回「
21
世
紀
、生
き
が
い
講
座
」

第
一
〇
四
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
十
月
十
九
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
東
京

本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
成
尾
陽
亀
岡
宣
教
セ
ン

タ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
愛
善
宣
教
課
長
を
講
師
に
「
日

本
人
と
〝
は
ら
い
〟
と
〝
お
守
り
〟—

目
に
見
え
な

い
も
の
を
尊
ぶ
生
活
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。

て
の
支
援
を
お
願
い
す

る
と
共
に
、
日
本
国
内

で
出
る
残
飯
を
例
に
挙

げ
、
生
活
の
あ
り
方
を

見
直
す
こ
と
の
大
切
さ

を
説
い
た
ほ
か
、
九
月

一
日
付
で
発
令
さ
れ
た

機
構
改
革
や
来
年
度
の

東
京
本
部
・
東
京
宣
教

セ
ン
タ
ー
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
。「
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
は
首
都
圏
宣
教
を
、
各
主
会
は
分
所
・
支

部
の
活
性
化
を
図
り
、
一
人
ひ
と
り
が
み
教
え
の

実
践
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
心
を
一
つ
に
外
に
内
に

向
か
っ
て
大
本
の
教
え
を
取
り
次
い
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
い
」
と
の
べ
た
。

直
会
後
、
二
階
講
座
室
で
は
関
東
教
区
青
松
会

主
催
に
よ
る
「
第
四
回
元
気
の
出
る
研
修
会
」
が
、

八
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
で
は
「
主
会
長
連
絡

会
議
」
が
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
た
。

第
20
回
家
庭
平
安
祈
願
祭

今
年
で
第
二
十
回
目
を
迎
え
た
家
庭
平
安
祈
願

祭
は
、
十
月
十
五
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎

主
・
和
田
桂
一
祭
務
課

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、

六
十
八
人
が
参
拝
し

た
。祭

典
で
は
、
斎
主

と
祭
員
三
人
が
全
国
各

地
か
ら
申
し
込
ま
れ
た

六
百
一
世
帯
の
世
帯
主

名
を
読
み
あ
げ
、
全
世

秋
季
東
光
苑
祭
式
講
習
会

東

光

苑

秋

季

祭

式

講

習

会

は
、

九

月

二
十
四
・
二
十
五
日
の
両
日
、
東
京
本
部
を
会
場
に

開
催
さ
れ
、
受
講
者
六
十
人
と
講
師
・
助
教
五
人

が
参
加
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク
ラ
ス
が
基
本
動
作
・
後
取

動
作
・
正
中
動
作
・
祓
式
行
事
・
月
次
祭
ま
で
、

中
級
ク
ラ
ス
が
大
神
鎮
座
祭
・
祖
霊
鎮
祭
・
庭
上
祭
・

結
婚
式
ま
で
、
特
別
ク
ラ
ス
が
葬
祭
の
斎
主
養
成

を
そ
れ
ぞ
れ
実
習
し
た

ほ
か
、
夜
間
に
は
親
睦

会
が
催
さ
れ
た
。

な
お
、
初
級
と
中
級

ク
ラ
ス
の
受
講
者
は
、

最
後
に
大
本
祭
式
認
定

試
験
に
臨
み
、
二
日
間

の
実
習
の
成
果
を
試
し

た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
十
月
九

日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
佐
藤
暉
枝

氏
の
も
と
執
行
さ
れ
、
四
百
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
直
心
会
員
、
少
女
祭
員
は
東

京
主
会
の
吉
田
英
里
香
さ
ん
、
伊
藤
奏
流
く
ん
、

神
奈
川
主
会
の
星
田
夏
音
さ
ん
、
田
中
綾
乃
さ
ん
、

伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
周

藤
ヒ
デ
子
直
心
会
群
馬
連
合
会
長
、
添
釜
は
中
村

社
中
の
み
な
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
東
日
本
大
震
災
の
引
き
続
い

祭員ご奉仕の直心会
と少年部のみなさん

祝詞後取の動作を実習す
る初級クラスのみなさん

斎主と祭員が申込世帯主名を奏上。
続いて参拝者全員が玉串を供えた

12
月東

光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

 

11
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

開
祖
聖
誕
祭
（
175
年
）

 

16
日
（
金
） 

午
前
10
時
半

第
106
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

世
界
に
活
動
す
る
大
本

 

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

 

21
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
９
時

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
の
日

 

23
日
（
祝
・
金
）

出
口
日
出
麿
尊
師
二
十
年
祭

 

25
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

11
月大

本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

 

６
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝
祭
・
七
五
三

詣
り

 

13
日
（
日
） 

午
前
10
時
半

第
105
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

生
き
が
い
を
求
め
て

 

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

 

16
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
９
時

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
の
日

 

23
日
（
祝
・
水
）

参
加
者
は
三
十
四
人
（
内
、
一
般
四
人
）。

講
座
で
は
、
作
家
・
司
馬
遼
太
郎
氏
の
論
文
や

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
ご
教
示
を
用
い
て
、
日
本

人
の
精
神
性
の
高
さ
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
人
間
が

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
、
食
事
の
大
切
さ
、

ま
つ
り
や
潔
斎
、
祓
い
、
お
守
り
の
意
義
に
つ
い

て
解
説
。「
私
た
ち
は
日
本
人
の
精
神
性
の
高
さ
や
、

何
の
た
め
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
を
認
識
し
な

が
ら
、
時
に
起
こ
っ
て
く
る
災
難
を
祓
い
、
神
さ

ま
と
ま
つ
り
あ
い
な
が
ら
守
ら
れ
て
い
く
存
在
で

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
日
常
を
改
め
て
振
り
返
る
よ

い
機
会
と
な
り
ま
し
た
し
、
心
が
洗
わ
れ
る
思
い

も
し
ま
し
た
（
二
十
九
歳
・
一
般
・
女
性
）」「『
生

き
が
い
講
座
』
に
ふ
さ
わ
し
い
、
大
切
な
こ
と
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
（
五
十
九
歳
・
一
般
・

男
性
）」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。


