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王
仁
三
郎
聖
師
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1　　　阿づまの光

〝
火
星
六
万
年
ぶ
り
大
接
近
!!
〟
と
い
う
天
文
ビ
ッ
グ
ニ
ュ
ー
ス
が
平
成
十
五
年
に
あ
り
ま
し
た
。〝
六
万

年
ぶ
り
〟
と
い
う
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
に
、
天
文
フ
ァ
ン
で
も
な
い
私
で
も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

聖
師
さ
ま
は
、
大
正
十
三
年
（
こ
の
年
も
火
星
が
地
球
に
接
近
し
た
）
十
二
月
、
次
の
よ
う
な
お
歌
（『
東

の
光
』）
を
詠
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

	

天て
ん

も
地ち

も
万ば

ん
ぶ
つ物

更か
う

始し

の
秋と

き

の
空そ

ら

に
火く

わ
せ
い星

ち
か
づ
き
光ひ

か

り
か
が
や
く

	

主す

の
神か

み

は
天あ

め

と
地つ

ち

と
に
不ふ

か

し

ぎ

可
思
議
を
示し

め

し
た
ま
へ
ど
さ
と
る
も
の
な
し

ま
た
『
玉
鏡
』
に
、「
月
は
母
体
」
と
い
う
見
出
し
で
『
星
は
月
か
ら
生
ま
れ
た
‥
‥
星
の
う
ち
で
は
オ

リ
オ
ン
の
三
つ
星
が
一
番
に
生
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
月
の
総
領
で
あ
る
‥
‥
』
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
〝
オ
リ
オ
ン
の
三
つ
星
〟
と
い
う
の
は
ご
承
知
の
通
り
、
冬
の
星
座
で
有
名
な
オ
リ
オ
ン
星
座
の

三
つ
星
の
こ
と
で
す
が
、
聖
師
さ
ま
は
第
二
次
大
本
事
件
の
回
顧
歌
集
『
朝
嵐
』
に
は
、

	
オ
リ
オ
ン
の
星せ

い

座ざ

は
拘か

う

置ち

室し
つ

を
謂い

ひ
星ほ

し

は
月つ

き

座ざ

の
月つ

き

の
教み

こ子
な
り

	

オ
リ
オ
ン
の
星せ

い

座ざ

に
吾わ

れ

は
潜ひ

そ

み
つ
つ
御み

国く
に

の
た
め
に
雄お

猛た
け

び
つ
づ
く
る

な
ど
、
多
く
の
お
歌
を
詠
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
オ
リ
オ
ン
星
座
は
、
聖
師
さ
ま
が
囚
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

の
刑
務
所
を
オ
リ
オ
ン
星
座
に
例
え
て
お
詠
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

こ
の
冬
も
夜
空
に
輝
く
オ
リ
オ
ン
星
座
。
そ
の
星
座
の
左
上
の
角
の
星
〝
ベ
テ
ル
ギ
ウ
ス
〟
と
い
う
名

前
で
、
直
径
は
太
陽
の
一
千
倍
だ
そ
う
で
す
。
が
、
こ
の
星
は
今
に
も
爆

発
し
て
無
く
な
る
（
超
新
星
爆
発
＝
壮
絶
な
星
の
最
期)

と
い
う
こ
と
で
、

世
界
中
の
天
文
学
者
の
目
が
、
こ
の
星
に
釘
付
け
状
態
だ
と
い
う
の
で
す
。

い
ま
見
て
い
る
こ
の
星
の
光
は
六
四
十
年
前
の
も
の
だ
か
ら
、
現
実
に
は

も
う
無
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
？　

と
い
う
学
者
も
い
る
そ
う
で
す
。

は
た
し
て
主
の
神
は
、
何
を
悟
れ
と
‥
‥･
。

無む

し

む

始
無
終し

う

無む

限げ
ん

の
宇う

宙ち
う

も
伊い

づ

の

め

都
能
売
の

神か
み

の
守ま

も

り
に
開ひ

ら

け
行ゆ

く
な
り

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
瑞
の
光
」

オ
リ
オ
ン
星
座	

祭
務
課
主
事
　
井い

畑ば
た

　

太
ひ
ろ
し

←
ベ
テ
ル
ギ
ウ
ス
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世
界
に
活
動
す
る
大
本

第
106
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

世
界
に
活
動
す
る
大
本

講師  浅
あさ

田
だ

秋
とき

彦
ひこ

（東京宣教センター長）

を
し
て
、
反
対
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
と

て
も
大
き
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。

大
本
で
は
、
人
は
亡
く
な
っ
て
も
霊
魂
は
永
久

に
生
き
ど
お
し
で
、
心
臓
と
肺
臓
（
呼
吸
）
の
停
止

と
瞳
孔
の
対
光
反
射
消
失
を
も
っ
て
、
人
の
死
と
な

り
、
肉
体
か
ら
霊
魂
が
離
脱
す
る
と
教
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

で
す
か
ら
人
工
呼
吸
器
の
力
を
借
り
て
い
る
と

は
い
え
、
心
肺
が
動
い
て
い
る
脳
死
と
言
わ
れ
る
状

態
か
ら
の
臓
器
移
植
は
、
霊
魂
が
宿
っ
た
状
態
で

の
移
植
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
殺
行
為
と
同
じ

で
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
霊
界
で
迷
え
る
魂
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

さ
ら
に
医
学
的
に
見
て
も
、
臓
器
を
摘
出
す
る

際
に
ド
ナ
ー
に
麻
酔
を
か
け
る
な
ど
、
不
可
解
な
点

が
多
い
で
す
。

ま
た
、
死
刑
廃
止
運
動
も
推
進
し
て
い
ま
す
。

王
仁
三
郎
は
『
元
来
、
刑
法
の
目
的
は
遷せ
ん
ぜ
ん
か
い

善
悔

悟ご

に
あ
る
の
で
、
復
讐
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

殺
し
て
し
ま
っ
て
は
改
善
の
余
地
が
な
く
な
る
で

は
な
い
か
。
人
を
殺
し
た
か
ら
殺
し
て
し
ま
う
と
い

う
の
は
、
復
讐
的
で
愛
善
の
精
神
に
背
反
す
る
も
の

で
、
実
に
よ
ろ
し
く
な
い
』
と
示
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
霊
界
に
行
く
ま
で
に
、
き
ち
ん
と
悔
い

改
め
て
、
本
当
に
悪
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
を
持
た

な
い
限
り
は
死
刑
に
し
て
も
解
決
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
先
の
霊
界
観
か
ら
見
て
も
、
死
刑
は
法
に

よ
る
殺
人
で
あ
り
、
本
来
の
人
の
死
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
は
誤
っ
た
裁
判
（
冤
罪
）
で
無
罪
の
人

が
死
刑
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
生
命
倫
理
問
題
に
対
し
て
、
大
本

で
は
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

宗
教
協
力
の
実
現

二
つ
目
に
、
大
本
に
は
、
す
べ
て
の
宗
教
の
根

源
は
同
じ
神
さ
ま
で
あ
る
と
い
う
「
万
教
同
根
」
の

教
え
が
あ
り
、
そ
の
精
神
に
基
づ
い
た
宗
際
化
活
動

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
宗
教
間
の
争
い
を
な
く
し
、

和
合
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

大
正
十
四
年
に
北
京
で
世
界
宗
教
連
合
会
を
発

会
し
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
代
表
が
集
ま
る

会
議
を
催
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
す
べ
て
の
宗
教
を

一
つ
の
方
向
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
働
き
が
は
じ

ま
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
昭
和
五
十
年
、
ア
メ
リ
カ
・

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂
に
お
い

て
、
大
本
祭
式
に
よ
る
祭
典
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。

一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
、
他
の
宗
教

が
祭
典
を
執
り
行
う
こ
と
は
普
通
で
は
考
え
ら
れ

な
い
画
期
的
な
出
来
事
で
し
た
。

そ
し
て
そ
の
祭
典
を
受
け
て
昭
和
五
十
二
年
に

は
大
本
の
聖
地
の
一
つ
で
あ
る
綾
部
・
梅
松
苑
の
み

ろ
く
殿
に
聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂
長
を
迎
え
、
聖
公
会
と

大
本
の
合
同
で
全
人
類
の
平
和
を
祈
る
祭
典
が
執

行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
祭
典
が
本
格
的
な
宗
際
化
の

は
じ
ま
り
と
し
て
、
大
き
な
一
歩
と
な
る
型
に
な
っ

た
の
で
す
。

現
在
で
は
国
内
だ
け
で
な
く
、
海
外
に
お
い
て

も
宗
教
指
導
者
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
を
紹

介
し
た
り
、
合
同
礼
拝
な
ど
を
執
り
行
っ
た
り
し
て

交
流
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

近
年
の
大
本
で
は
、
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
や
台
湾
の

道
院
な
ど
に
於
い
て
も
祭
典
を
行
い
、
世
界
に
向
け

て
発
信
し
て
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
世
界
を
一
つ
に
す
る
「
世
界
連
邦

運
動
」
で
す
。

現
在
、
世
界
に
は
百
九
十
六
の
国
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
境
界
を
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
ろ

て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

型
の
大
本

で
は
、
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
か
れ
る
か
と
言

い
ま
す
と
、
日
本
を
中
心
に
、
一
つ
の
型
と
し
て
進

め
ら
れ
ま
し
た
。

ビ
ル
な
ど
を
作
る
際
に
は
、
は
じ
め
に
図
面
や

模
型
（
雛
形
）
を
作
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
神
さ
ま

も
宇
宙
を
つ
く
る
た
め
に
、
雛
型
を
作
っ
て
か
ら
、

世
界
を
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
雛
型
が
大
本
で
あ
り
、
大
本
に
起
き
た
こ

と
は
日
本
に
起
こ
り
、
そ
し
て
日
本
に
起
き
た
こ
と

は
世
界
に
起
こ
る
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。
統
一
さ
れ

た
地
上
天
国
建
設
の
た
め
、
神
さ
ま
は
大
本
を
型
と

し
て
、
立
替
え
を
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
型
を
出
す
大
本
の
現
在
の
活
動
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

生
命
を
守
る
活
動

ま
ず
一
つ
目
に
生
命
倫
理
問
題
へ
の
活
動
が
あ

り
ま
す
。
大
本
は
「
脳
死
に
よ
る
臓
器
移
植
」
に
反

対
を
し
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
多
く
の
宗
教
が
反

対
の
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
大
本
が
反
対
運
動

を
は
じ
め
た
平
成
十
三
年
ご
ろ
は
、
他
の
宗
教
は
あ

ま
り
積
極
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
本
だ
け
が
積
極
的
に
街
頭
活
動
や
署
名
活
動

大
本
の
使
命

本
年
は
、
明
治
二
十
五
年
に
大
本
が
出
現
し
て

か
ら
百
二
十
年
の
佳
節
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。

大
本
に
は
、
大
き
な
使
命
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

使
命
の
前
に
、
私
た
ち
全
て
の
も
の
に
も
使
命
が
あ

り
ま
す
。

大
本
の
教
祖
・
出
口
王
仁
三
郎
は
『
人
生
の
真し
ん

目
的
は
地
の
上
に
無む
き
ゅ
う窮
の
天
国
建
つ
る
に
あ
り
け

り
』
と
教
え
て
い
ま
す
。

こ
の
地
上
に
天
国
「
み
ろ
く
の
世
」
を
創
る
こ

と
が
人
類
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
、
そ
れ
に
従
っ
て

い
る
と
、
人
は
と
て
も
幸
せ
で
あ
る
の
で
す
。
逆
に

逆
ら
っ
て
い
く
と
、
苦
し
く
生
き
に
く
い
と
い
う
こ

と
が
言
え
ま
す
。

日
本
と
い
う
国
は
大
き
い
使
命
を
持
っ
て
い
ま

す
。
単
な
る
世
界
の
一
国
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

身
体
で
い
う
と
心
臓
の
部
分
で
あ
る
中
心
に
存
在

し
て
い
ま
す
。

今
の
世
の
中
は
、
強
い
も
の
勝
ち
の
悪
魔
ば
か

り
の
世
、
末
法
の
世
と
も
言
わ
れ
る
非
常
に
厳
し
い

状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
世
界
の
大
掃
除
を
し
て
、
生
物
、
動
物
、

鉱
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
す
べ
て
が
統
一
さ
れ
た

地
上
天
国
を
創
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
神
さ
ま

が
私
た
ち
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
使
命
を
与
え
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い
ろ
な
場
所
で
争
い
や
領
土
問
題
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
日
本
で
も
尖
閣
諸
島
や
竹
島
、
北
方
領
土
な

ど
の
問
題
が
身
近
に
あ
り
ま
す
。
世
界
連
邦
が
で
き

れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
争
い
は
な
く
な
る
の
で
す
。

日
本
で
は
明
治
時
代
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
各

地
方
の
争
い
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
廃
藩
置
県

を
世
界
規
模
で
行
う
の
が
世
界
連
邦
運
動
で
す
。

終
戦
後
、
王
仁
三
郎
は
鳥
取
県
の
吉
岡
温
泉
で

朝
日
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
ま
し
た
。

『
今
、
日
本
は
軍
備
は
す
っ
か
り
な
く
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
世
界
平
和
の
先
駆
者
と
し
て
の
尊
い
使
命

が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
当
の
世
界
平
和
は
全
世
界

の
軍
備
が
撤
廃
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
、

い
ま
そ
の
時
代
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
』

昭
和
二
十
三
年
一
月
に
王
仁
三
郎
が
昇
天
し
た

後
、
出
口
す
み
子
二
代
教
主
が
世
界
連
邦
運
動
を
推

進
し
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
二
十
五
年
、
綾
部
市
が

地
方
自
治
体
と
し
て
初
め
て
世
界
連
邦
都
市
宣
言

を
行
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
五
十
五
年
後
の
平
成
十
七
年
、
日
本

の
国
会
に
於
い
て
世
界
連
邦
の
実
現
へ
向
け
て
決

議
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
世
界
連
邦
運
動
に
お
い
て
も
、
大

本
が
一
つ
の
型
に
な
っ
て
い
ま
す
。

心
と
身
体
を
養
う
食
育

四
つ
目
は
、
食
の
安
全
を
守
る
こ
と
で
す
。
農
・

食
・
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

出
口
な
お
開
祖
の
筆
先
に
『
金
銀
を
用
い
で
も
、

結
構
に
、
お
土
か
ら
上
が
り
た
物
で
国
々
の
人
民
が

生
け
る
よ
う
に
気
楽
な
世
に
な
る
ぞ
よ
』
と
の
お
示

し
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
国
で
採
れ
た
物
を
い
た
だ
き
、
天
産
物

自
給
経
済
を
進
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
大
本
で
は
、
愛
善
酵
素
農
法
と
い
う

お
土
を
酵
素
に
よ
っ
て
甦
ら
せ
る
方
法
を
進
め
て

い
ま
す
。
農
薬
で
は
な
く
、
自
然
の
法
則
を
利
用
し

た
方
法
で
す
。

食
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
農
薬
や
化
学
肥
料
、

遺
伝
子
の
組
み
換
え
作
物
な
ど
に
頼
ら
ず
に
、
天
然

の
物
を
い
た
だ
く
〝
正
食
〟
を
勧
め
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
春
夏
秋
冬
の
旬
の
物
を
食
べ
る

〝
季
節
食
〟。
夏
に
採
れ
る
ト
マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ
は
体

温
を
下
げ
、
ゴ
ボ
ウ
や
レ
ン
コ
ン
な
ど
冬
に
獲
れ
る

野
菜
は
身
体
を
温
め
る
作
用
が
あ
り
、
体
調
に
も
良

い
影
響
を
与
え
ま
す
。

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
物
を
食
べ
る
〝
国
土

食
〟。
ダ
イ
コ
ン
や
ニ
ン
ジ
ン
で
あ
れ
ば
葉
っ
ぱ
ま

で
、
小
魚
で
あ
れ
ば
、
頭
か
ら
尾
ま
で
ま
る
ご
と
を

い
た
だ
く
〝
全
部
食
〟
な
ど
、
自
然
に
適
っ
た
こ
の

三
つ
が
正
し
い
食
生
活
が
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。

そ
し
て
何
よ
り
大
切
な
こ
と
が
、
感
謝
を
し
て

い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
を
神
さ
ま
に
、
そ

し
て
生
産
者
や
調
理
し
て
く
れ
た
人
に
向
け
て
、
有

り
難
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
た
な
い
と
、
せ
っ
か
く

食
べ
た
物
も
栄
養
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

美
を
通
し
て
神
に
近
づ
く

五
つ
目
は
、
芸
術
で
す
。

王
仁
三
郎
の
教
え
に
『
芸
術
は
宗
教
の
母
な
り
』

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

全
大
宇
宙
、
そ
し
て
こ
の
大
自
然
や
私
た
ち
生

き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
が
神
さ
ま
の
大
芸
術
作

品
で
あ
り
、
芸
術
や
美
を
親
し
む
こ
と
か
ら
全
て
を

創
造
さ
れ
た
神
さ
ま
の
み
心
に
だ
ん
だ
ん
と
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

聖
師
は
終
戦
後
、
一
年
余
り
の
短
期
間
に
三
千

個
を
超
え
る
茶
盌
を
作
陶
し
ま
し
た
。
の
ち
に
「
耀よ
う

盌わ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
昭
和
四
十
七
年
に
は
フ

ラ
ン
ス
を
は
じ
め
欧
米
六
カ
国
、
十
三
会
場
で
「
出

口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
展
」
と
題
し
た
作
品
展

が
催
さ
れ
ま
し
た
。
外
国
の
方
は
、
耀
盌
を
見
て
、

深
い
興
味
と
感
心
を
持
た
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
奥
か

ら
神
を
感
じ
た
の
で
す
。

平
和
の
祭
典
・
大
本
歌
祭

六
つ
目
は
、
世
界
共
通
語
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
す
。

宗
際
化
や
世
界
連
邦
運
動
と
深
く
関
わ
っ
て
く

る
運
動
で
す
が
、
世
界
を
一
つ
に
し
た
時
に
、
共
通

の
言
葉
が
必
要
に
な
る
の
で
、
世
界
連
邦
を
進
め
る

中
で
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
母
国
語
は
尊
重
し
て
、
中
立

公
平
な
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
用
い
て
互
い
の
意
志
の

疎
通
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

大
本
の
海
外
拠
点
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
首
都
・

ブ
ラ
ジ
リ
ア
に
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
用
い
て
大
本

の
教
え
を
取
り
次
ぐ
大
本
イ
ン
テ
ル
ナ
ツ
ィ
ー
ア

が
平
成
十
七
年
に
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
つ
目
は
、
大
本
歌
祭
で
す
。
世
の
中
の
有
形

無
形
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
取
り
除
き
、
世
界
平
和
の

実
現
を
祈
る
祭
典
で
す
。

昭
和
十
年
に
第
一
回
の
大
本
歌
祭
が
大
本
の
聖

地
・
天
恩
郷
（
亀
岡
市
）
で
執
行
さ
れ
て
以
来
、
節

分
の
大
祓
神
事
と
並
ぶ
重
要
な
神
事
で
す
。

歌
祭
が
な
ぜ
平
和
の
祭
典
な
の
か
と
い
う
と
、

こ
れ
は
平
成
十
八
年
、
京
都
能
楽
堂
で
の
歌
祭
の
こ

と
で
す
。
来
賓
に
駐
日
イ
ス
ラ
エ
ル
大
使
と
パ
レ
ス

チ
ナ
代
表
部
代
表
を
お
迎
え
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
平
和

の
願
い
を
込
め
た
歌
を
お
供
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
存
知
の
通
り
こ
の
両
国
は
、
長
年
に
渡
り
戦

争
状
態
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
平
和

を
求
め
、
祈
る
人
々
な
の
で
す
が
、
国
家
レ
ベ
ル
と

な
る
と
和
解
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
国
の
代
表
で
あ
る
大
使
・
代

表
が
大
本
歌
祭
に
参
拝
し
、
終
了
後
に
握
手
を
交
わ

し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
普
通
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と

で
、
大
本
歌
祭
だ
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
の
で
す
。

祓
い
と
平
和
の
神
事
で
あ
る
大
本
歌
祭
を
通
し

て
、
世
界
に
向
け
た
平
和
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く

こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
全
世
界
に
広
げ
て
い
く
の
で
す
。
特
に

ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
の
聖
地
が
あ

る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
エ
ル
サ
レ
ム
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

激
し
い
争
い
が
絶
え
な
い
状
態
に
あ
り
ま
す
。
そ

の
エ
ル
サ
レ
ム
の
地
で
歌
祭
を
執
り
行
う
こ
と
が
、

現
在
大
本
が
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

出
口
紅
五
代
教
主
は
『
わ
が
願
ひ
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
の
歌
ま
つ
り
人は

ら

か

ら

類
同
胞
こ
ぞ
り
て
エ
ル
サ
レ
ム

の
野
に
』
と
和
歌
に
詠
ん
で
い
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
で

の
歌
祭
を
執
行
し
、
世
界
平
和
を
実
現
し
た
い
と
の

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
実
現
に
向
け
て
平
成
二
十
二
年
、
ブ
ラ
ジ

リ
ア
で
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
よ
る
歌
祭
が
行
わ
れ
ま

し
た
。一

人
ひ
と
り
の
心
の
中
に

神
さ
ま
は
大
本
の
一
つ
ひ
と
つ
の
活
動
を
通
し

て
、
世
界
の
平
安
、
そ
し
て
地
上
天
国
「
み
ろ
く
の

世
」
実
現
の
た
め
に
進
め
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
は
、
ま
ず

そ
れ
ぞ
れ
心
の
中
に
「
み
ろ
く
の
世
」
を
築
く
こ
と

が
必
要
で
す
。
そ
れ
が
型
と
な
り
、
大
本
か
ら
日
本

へ
、
日
本
か
ら
世
界
へ
、
世
界
か
ら
宇
宙
へ
と
拡

が
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
私
た
ち
の
大
き

い
使
命
と
思
い
、
現
代
の
大
本
は
活
動
を
し
て
い
ま

す
。
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を
迎
え
た
逢
沢
秀
さ
ん
・
野
澤
貞
行
さ
ん
・
峰
尾
祐

輔
さ
ん
〈
東
京
〉
髙
橋
優
季
さ
ん
〈
神
奈
川
〉
神
展

彦
さ
ん
〈
東
京
本
部
直
属
〉
の
五
人
を
紹
介
。
次
い

で
越
中
谷
ゆ
た
か
直
心
会
栃
木
連
合
会
長
よ
り
大

本
本
部
、
直
心
会
、
大
本
青
年
部
か
ら
の
記
念
品

の
贈
呈
と
祝
辞
が
の
べ
ら
れ
、
最
後
に
新
成
人
を

代
表
し
て
逢
沢
秀
さ
ん
が
力
強
く
答
辞
を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
新
成
人
は
東
光
庵
の
添
釜
に
入
席
し
、

関
東
教
区
青
年
部
主
催
に
よ
る
「
成
人
祝
賀
会
」

に
出
席
。
新
成
人
の
門
出
を
和
や
か
に
祝
し
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
一
〇
七
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
一
月
十
八
日
午

後
七
時
か
ら
八
時
三
十
分
ま
で
、
港
区
新
橋
に
あ

七

草

粥

接

待

一
年
の
無
病
息
災
を
願
う
七
草
粥
接
待
は
、
一

月
七
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で
行

わ
れ
、
遠
近
各
地
よ
り
百
九
十
六
人
が
入
席
し
た
。

七
草
は
栃
木
主
会
東
山
分
所
周
辺
で
東
京
本
部

職
員
ら
が
摘
ん
だ
も
の
で
、
当
日
は
関
東
教
区
直

心
会
員
と
本
部
職
員
が
、
ふ
ん
だ
ん
に
炊
き
込
ま

れ
た
七
草
粥
の
ほ
か
、
お
す
ま
し
や
柚
子
味
噌
、

塩
昆
布
等
を
盛
り
つ
け
て
入
席
者
を
も
て
な
し
た
。

ま
た
本
席
の
他
に
は
歴
代
教
主
さ
ま
ら
の
お
作

品
展
示
や
ビ
デ
オ
上
映
、
村
井
社
中
の
み
な
さ
ん

に
よ
る
接
茶
が
行
わ
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
一
月
八

日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
出
口
京
太

郎
大
本
本
部
相
談
役
の
も
と
執
行
さ
れ
、
四
百
人

が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
福
島
・
群
馬
・
山
梨
・
東
京
・
神
奈
川

主
会
の
代
表
、
少
女
祭
員
は
東
京
主
会
の
吉
田
英

里
香
さ
ん
、
神
奈
川
主
会
の
森
澄
子
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
佐
々
木
武
雄
埼
玉

主
会
長
、
添
釜
は
宇
野
社

中
の
方
々
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東

京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
と
出

口
相
談
役
が
あ
い
さ
つ
。

続
い
て
成
人
式
典
が

行
わ
れ
、
最
初
に
新
成
人

る
航
空
会
館
に
お
い
て
、
森
良
秀
東
京
宣
教
セ
ン

タ
ー
次
長
を
講
師
に
「
大
本
の
神
示
と
世
界
の
将

来—

人
類
へ
の
預
言
と
警
告
」
と
題
し
て
開
催
さ

れ
た
。
参
加
者
は
五
十
人
（
内
、
一
般
二
十
九
人
）。

講
座
で
は
、
大
本
出
現
の
意
義
や
開
祖
さ
ま
の

「
お
筆
先
」
に
示
さ
れ
た
立
替
え
立
直
し
や
み
ろ
く

の
世
の
姿
に
つ
い
て
解
説
。「
み
ろ
く
の
世
は
経
済

的
・
精
神
的
・
物
質
的
に
豊
か
な
時
代
に
な
る
が
、

満
足
や
幸
せ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
身
の
丈
で
感
じ
る
厳

し
い
面
も
持
っ
て
い
る
」
と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
物
質
主
義
の
世
の
中
で
、
思

い
や
り
や
絆
の
大
切
さ
を
重
視
し
て
、
少
し
で
も

体
主
霊
従
か
ら
霊
主
体
従
に
改
め
直
し
て
い
き
た

い
（
六
十
一
歳
・
男
性
・
一
般
）」
な
ど
の
感
想
が

聞
か
れ
た
。

平
成
24
年
東
光
苑
新
年
祭

平
成
二
十
四
年
壬
辰
東
光
苑
新
年
祭
は
一
月
一

日
、
午
前
七
時
よ
り
斎
主
・
森
良
秀
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
百
二
十
三
人
が

参
拝
し
た
。

祭
典
後
、
参
拝
者
全
員
で
教
主
さ
ま
の
お
写
真

に
年
賀
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
た
の
ち
、
教

主
さ
ま
の
新
年
ご
あ
い
さ
つ
を
映
像
を
通
し
て
拝

聴
。
最
後
に
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

新
年
の
あ
い
さ
つ
を
の
べ
た
。

そ
の
後
、
お
神
酒
接
待
を
行
っ
た
ほ
か
、
食
堂

に
て
神
代
餅
の
直
会
を
い
た
だ
い
た
。

な

お
、

正

月

三

が

日

の

参

拝

者

数

は
、

三
百
八
十
七
人
だ
っ
た
。

おめでとう新成人！

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

２
月開

教
120
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

	

３
日
（
金
）	

午
後
６
時
半

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

	

12
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

立
替
え
立
直
し
の
仕
組

—

神
界
の
プ
ロ
グ
ラ
ム—

	

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

	

会
場

航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）

	

15
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
半

教
本
３
級
認
定
講
習
会

	

25
日
（
土
）
26
日
（
日
）

３
月東

光
苑
月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
祭

	

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

一
つ
の
神
、一
つ
の
世
界
、一
つ
の
言
葉

—

み
ろ
く
の
世
へ
の
道
筋—

	

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

	

21
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
半

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

	

24
日
（
土
）
25
日
（
日
）

二
代
教
主
六
十
年
祭

	

31
日
（
土
）	

午
前
10
時
半

毎
週
月
・
水
・
金
曜
「
常
設
対
外
講
座
」
開
催
中

	

［
昼
の
部
］
講
話　

午
後
２
時
〜
３
時
半

	

［
夜
の
部
］
実
習　

午
後
７
時
〜
８
時
半

大本常設対外講座好評開催中
開催曜日	 毎週：月・水・金曜日　　参加費 無料

	 昼の部【講話】午後２時〜３時３０分

	 夜の部【実習】午後７時〜８時３０分

※ただし、毎月第３水曜日の〝夜の部〟と、２

月３日（金）は「節分大祭遥拝祭」執行の

ため休講いたします

場　所	 ８階ミーティングルーム（昼の部）、３階教務室（夜の部）

内　容	［昼の部］講話：月曜日「人生の目的」　

	 	 水曜日「人生を豊かに生きるために」

	 	 金曜日「あの世を知ってこの世を生きる」

	 ［夜の部］実習：礼拝・鎮魂・修座・浄書（各曜日共通）

教典の浄書
（夜間の部）


