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天て
ん
お
ん恩
の
郷さ

と

に
ひ
び
か
う
槌つ

ち
お
と音
に
聖き

み
師
様
の
声
聞
く
神み

の

り教
伝
え
よ
と

こ
の
お
歌
は
、
世
界
へ
の
宣
教
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
装
い
を
新
た
に
し
た
亀
岡
天
恩
郷
の
ご
造
営
の
最
中

に
教
主
さ
ま
が
お
詠
み
に
な
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
お
歌
に
、
神
教
宣
布
に
対
す
る
教
主
さ
ま
の
並
々
な
ら

ぬ
ご
決
意
と
覚
悟
を
拝
察
し
、
聖
師
さ
ま
の
『
大
本
の
宣
伝
使
や
信
者
は
世
界
の
人
た
ち
が
一
日
も
早
く
神

の
御
心
に
目
ざ
め
さ
し
て
い
た
だ
く
よ
う
日
夜
に
宣
伝
に
つ
と
め
励
ま
ね
ば
、
神
さ
ま
に
申
し
わ
け
が
な
い
』

と
の
お
言
葉
と
同
意
義
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
神
教
宣
布
な
く
し
て
、
み
ろ
く
の
世
の
実
現
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

神
教
殿
で
の
大
道
場
講
座
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
主
催
の
大
本
公
開
講
座
、
常
設
対
外
講
座
等
は
立
派
な

神
教
宣
布
活
動
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
歩
目
を
地
方
機
関
に
向
け
た
と
き
、

神
の
家
（
本
苑
・
分
苑
・
分
所
・
支
部
等
）
か
ら
、
ど
れ
だ
け
の
神
教
宣
布
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

神
の
家
の
大
事
な
使
命
で
あ
る
、「
教
義
を
ひ
ろ
め
信
徒
を
教
化
育
成
す
る
」
部
分
を
も
っ
と
強
化
し
て
い
か

な
く
て
は
、
教
御
祖
さ
ま
の
み
こ
こ
ろ
に
は
叶
っ
て
い
な
い
と
の
感
を
深
く
し
て
お
り
ま
す
。

先
日
の
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
の
主
会
長
連
絡
会
議
で
、
分
所
・
支
部
主
催
に
よ
る
神
教
宣
布
活
動
（
生

き
が
い
講
座
や
大
本
紹
介
講
座
）
の
開
催
、
信
徒
へ
の
お
世
話
活
動
（
組
活
動
の
充
実
）、
主
会
の
本
苑
・
分

苑
化
の
三
つ
を
、
関
東
教
区
教
勢
拡
大
へ
の
必
要
事
項
と
し
て
提
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

現
在
ま
で
の
特
派
経
験
か
ら
他
教
区
で
の
教
勢
拡
大
に
も
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

立
派
な
建
物
は
、
両
聖
地
、
東
京
と
既
に
建
ち
上
が
り
ま
し
た
、
次
は
私
た
ち
宣
伝
使
、
信
徒
が
、
教
主
さ

ま
の
ご
教
示
に
従
い
、
自
ら
が
奮
い
立
ち
、
み
教
を
学
び
、
実
践
に
つ
と
め
て
神
さ
ま
の
お
光
を
頂
き
、
誠
意

と
親
切
と
忍
耐
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
信
仰
の
歓
び
を
家
の
内
に
向
か
っ
て
深
く
、
外
に
向
か
っ
て
広
く
お
伝

え
す
る
こ
と
こ
そ
神
教
宣
布
で
あ
り
、
み
ろ
く
の
世
実
現
へ
の
最
も
近
い
道
で
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

む
つ
か
し
き
話

は
な
し

を
や
め
よ
大お

ほ
か
み神

の

ま
こ
と
の
道み

ち

は
た
や
す
き
が
道み

ち

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘「
み
ろ
く
の
春（
別
名
・
み
ち
の
く
の
春
）」

六
盌
の
う
ち
の
一
盌

［
金
竜
海
土
・
梅
松
館
木
の
花
桜
釉
］

関
東
教
区
教
勢
拡
大
に
向
け
て	

関
東
教
区
特
派
宣
伝
使	

大お
お

久く

保ぼ

良
り
ょ
う
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大
本
で
は
、
宗
教
と
芸
術
は
そ
の
働
き
に
お
い

て
、
一
致
し
て
い
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
も
神
の
懐
へ
入
っ
て
い
く
道
な
の
で
す
。
そ

れ
と
同
時
に
宗
教
と
生
活
と
芸
術
の
三
つ
が
一
体

化
す
る
こ
と
を
説
き
、
芸
術
が
日
常
生
活
と
一
体

と
な
っ
た
あ
り
方
を
理
想
と
し
ま
し
た
。

真
の
芸
術
と
は
、
宗
教
と
芸
術
を
両
手
に
携
え
、

そ
の
い
ず
れ
も
実
生
活
の
中
に
生
か
し
て
、
芸
術

を
通
し
て
人
間
の
心
が
向
上
し
て
い
く
こ
と
で
す
。

人
間
性
が
高
ま
ら
な
い
よ
う
な
芸
術
で
は
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。

茶
道
を
習
っ
て
い
て
も
、
道
具
類
や
着
物
に
お

金
を
掛
け
た
り
、
競
い
合
っ
た
り
、
外
見
的
な
こ

と
に
心
を
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
を
通
し

て
、
神
さ
ま
と
一
致
し
て
、
生
活
に
生
か
し
て
い

く
の
で
す
。

そ
れ
を
実
践
し
た
の
が
王
仁
三
郎
で
あ
り
、
歴

代
教
主
・
教
主
補
も
ま
た
陶
芸
や
書
画
、
織
物
、

茶
道
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
芸
術
を
つ
く
り
上

げ
て
い
き
ま
し
た
。

歴
代
教
主
・
教
主
補
の
取
り
組
み

王
仁
三
郎
は
、
昭
和
十
年
の
第
二
次
大
本
事
件

に
よ
り
六
年
八
ヵ
月
の
間
、
未
決
監
の
生
活
を
強

い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
茶
盌
の
イ
メ
ー
ジ
を

描
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
十
九
年
十
二
月
に
茶
盌
作
り
を
再
開
す
る

と
、
こ
こ
か
ら
一
年
三
ヵ
月
の
間
に
三
〇
〇
〇
個

あ
ま
り
の
「
耀よ
う
わ
ん盌
」
を
生
み
だ
し
ま
し
た
。
そ
の

様
子
は
『
お
の
が
生
命
を
吹
き
込
む
よ
う
な
茶
盌

づ
く
り
で
あ
る
』
と
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
耀
盌
」
の
特
徴
は
、
高
台
脇
か
ら
放
射
状
に
線

が
引
か
れ
て
い
て
、
表
面
全
体
に
竹
の
“
簓
※
さ
さ
ら”
で

突
い
た
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
突

き
な
が
ら
『
か
ん
な
が
ら
た
ま
ち
は
え
ま
せ
』
と

大
芸
術
者
で
あ
る
神

『
芸
術
は
宗
教
の
母
な
り
』
と
は
、
大
本
の
教
祖
・

出
口
王
仁
三
郎
の
教
え
で
す
。

大
本
で
は
、
こ
の
教
え
を
規
定
に
し
て
、
独
特

の
芸
術
と
宗
教
の
一
元
論
を
説
き
、
芸
術
で
あ
る

美
か
ら
神
を
感
得
す
る
道
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
が
大
本
の
芸
術
観
の
基
と
な
っ
て

い
て
、
歴
代
の
教
主
・
教
主
補
が
優
れ
た
芸
術
作

品
を
創
り
ま
し
た
。

し
か
し
元
来
は
、
世
界
に
お
い
て
も
宗
教
は
芸

術
の
母
体
で
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
、
仏
教

の
寺
院
と
い
っ
た
建
造
物
、
ま
た
身
に
ま
と
う
装

束
や
装
飾
品
な
ど
は
、
常
に
芸
術
と
共
存
し
て
い

ま
し
た
。

ま
た
昔
の
人
々
は
、
太
陽
や
月
、
山
岳
、
海
洋

な
ど
の
大
自
然
の
力
を
神
と
拝
し
、
畏
れ
、
祈
り
、

人
生
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
宗
教
は
学
問
、
道
徳
、
芸
術
な
ど
一
切

を
支
配
す
る
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
や
科
学
者
ニ
ュ
ー

ト
ン
と
い
っ
た
近
代
科
学
思
想
が
十
七
世
紀
か
ら

十
八
世
紀
に
か
け
て
広
ま
り
、
大
き
な
変
化
が
起

こ
り
ま
す
。
人
間
は
自
分
の
知
恵
や
知
識
で
世
の

中
を
動
か
せ
る
と
い
う
考
え
が
強
く
な
っ
て
、
宗

教
を
押
し
の
け
ま
し
た
。
勃ぼ
っ
こ
う興

し
た
近
代
科
学
思

想
と
宗
教
は
別
々
の
道
を
歩
み
、
や
が
て
政
治
や

学
問
、
道
徳
、
芸
術
な
ど
す
べ
て
が
宗
教
か
ら
離

れ
て
い
く
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
が
高
ま
る
反
面
、
こ
れ
は
精

神
的
な
面
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

広
大
無
辺
の
大
宇
宙
を
創
造
さ
れ
た
神
は
大
芸

術
者
で
あ
り
ま
す
。
天
地
を
創
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
芸
術
の
源
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
力
に
よ
っ
て

創
ら
れ
た
天
地
の
森
羅
万
象
は
、
い
ず
れ
も
神
の

芸
術
的
産
物
な
の
で
す
。

自
然
が
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
芸
術
で

あ
る
な
ら
ば
、
芸
術
も
ま
た
神
の
摂
理
に
よ
っ
て

創
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
本
当
の
芸
術
と
は
神
の
力

を
借
り
な
け
れ
ば
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

多
く
の
芸
術
家
は
、
技
能
的
な
面
は
非
常
に
優

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
最
後
の
最
後
に
素
晴
ら
し

い
も
の
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
は
、
単
な
る
技
術
で

は
な
く
、
大
自
然
と
い
う
芸
術
者
の
神
の
心
に
触

れ
、
神
と
共
に
生
き
た
時
に
、
本
当
の
芸
術
が
生

ま
れ
る
の
で
す
。

大
本
の
芸
術
が
世
界
中
の
ど
こ
を
探
し
て
も
な

い
も
の
で
あ
る
の
は
、
歴
代
の
教
主
が
神
と
共
に

悦
楽
し
生
き
て
、
神
と
共
に
動
か
ん
と
す
る
心
で
、

芸
術
を
創
造
し
て
き
た
か
ら
で
す
。

芸
術
を
通
し
て
神
と
一
つ
に

魂
を
打
ち
込
み
ま
し
た
。

ま
た
一
番
に
目
を
引
か
れ
る
の
が
、
そ
れ
ま
で

の
茶
盌
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
“
色
”
に
あ
り
ま
す
。

赤
、
青
、
黄
な
ど
限
り
な
く
鮮
や
か
な
色
彩
の

と
て
も
斬
新
な
茶
盌
で
、
王
仁
三
郎
は
天
国
の
世

界
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
一
盌
一
盌
を
創
造
し
て
い
っ

た
の
で
す
。

作
ら
れ
た
直
後
は
誰
に
も
評
価
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
そ
の
後
陶
芸
評
論
家
の
加
藤
義
一
郎
氏

に
よ
り
、
そ
の
色
彩
と
姿
、
品
格
が
認
め
ら
れ
「
耀

盌
顕
現
」
と
題
し
て
、専
門
誌
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

二
代
教
主
出
口
す
み
こ
は
王
仁
三
郎
の
妻
に
あ

た
り
ま
す
。

す
み
こ
は
、
幼
少
か
ら
極
貧
の
家
庭
で
育
ち
、

学
校
に
は
通
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
字
も
習
っ

た
こ
と
が
な
い
の
で
、
一
見
す
る
と
子
ど
も
が
書

い
た
よ
う
な
字
に
見
え
ま
す
。　

し
か
し
、
字
を
ま
っ
た
く
習
っ
て
い
な
い
か
ら

こ
そ
の
、
神
さ
ま
の
御
心
に
添
っ
た
純
粋
で
天
真

爛
漫
な
字
を
書
き
ま
し
た
。

書
道
家
の
稲
垣
黄こ
う
か
く鶴

氏
は
、
す
み
こ
の
書
を
「
今

ま
で
の
既
成
の
書
法
、
理
屈
に
も
当
て
は
ま
ら
な

い
。
あ
え
て
言
葉
に
す
る
な
ら
、
霊
筆
と
で
も
言

う
ほ
か
が
な
い
」
と
絶
賛
し
ま
し
た
。

ま
た
書
、
絵
画
、
陶
芸
に
精
通
し
、
美
食
家
と

し
て
も
著
名
で
あ
っ
た
北
大
路
魯
山
人
は
、
す
み

こ
の
書
に
見
入
り
「
そ
の
字
た
る
や
実
に
天
真
爛

漫
、
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
て
自
由
自
在
、
こ
ん
な

字
を
書
く
人
な
ら
会
っ
て
み
た
い
」
と
実
際
に
面

会
に
訪
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

三
代
教
主
出
口
直
日
は
芸
術
を
た
し
な
む
だ
け

で
な
く
、
多
方
面
に
才
能
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
そ
れ
を
大
本
の
教
風
に
織
り
込
ま
れ
、
信
徒

に
も
信
仰
だ
け
で
は
な
く
、
芸
術
を
学
び
、
真
剣

に
生
活
を
す
る
姿
を
大
本
の
教
風
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」
よ
り

芸
術
は
宗
教
の
母
な
り

—
宗
教
即
芸
術
即
生
活—

講師  浅
あさ

田
だ

秋
とき

彦
ひこ

（東京宣教センター長）

※	

細
く
割
っ
た
竹
を
束
ね
た
も
の
で
、
長
さ
は
約
30
㎝
。
民
俗
芸
能
の
楽
器
や
タ
ワ
シ
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
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こ
の
「
つ
る
山
み
ろ
く
村
」
に
は
、
窯
芸
道
場
、

織
工
房
、
有
機
無
農
薬
栽
培
の
菜
園
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
特
に
織
物
は
大
本
で
重
要
な
意
味
が

あ
り
ま
す
。「
機
の
経し

ぐ

み綸
」
と
い
っ
て
、“
タ
テ
と

ヨ
コ
”
の
糸
を
織
り
な
す
こ
と
に
よ
り
、
神
業
が

動
い
て
い
る
と
い
う
教
え
で
す
。

教
主
は
こ
こ
で
陶
芸
、
機
織
な
ど
を
行
い
、
歴

代
教
主
の
芸
術
と
教
え
を
継
承
し
、
実
践
し
て
い

ま
す
。

歴
代
の
教
主
・
教
主
補
は
、
そ
の
時
々
に
神
の

み
心
を
仰
ぎ
、
さ
ら
に
何
事
に
も
と
ら
わ
れ
ず
神

と
一
体
化
し
て
作
品
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、

他
の
専
門
家
と
の
違
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
独
特
の
芸
術
観
が
茶
盌
や
書
画
、
い
ろ
い

ろ
な
も
の
に
表
れ
て
い
ま
す
。

海
外
作
品
展
へ

一
九
七
二
年
か
ら
三
年
三
カ
月
に
わ
た
り
、
欧

米
六
ヵ
国
十
三
都
市
に
お
い
て
「
出
口
王
仁
三
郎

と
そ
の
一
門
の
作
品
展
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
パ
リ
の
セ
ル
ヌ
ス
キ
ー
美
術
館
に
、

教
団
の
職
員
が
耀
盌
の
写
真
を
持
っ
て
、
こ
れ
を

美
術
館
で
展
示
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
こ
と
に

始
ま
り
ま
す
。

日
本
で
は
全
く
無
名
の
作
品
で
す
。
当
然
、
美

術
館
で
展
示
出
来
る
わ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
の
耀
盌
の
写
真
に
心
を
動
か
さ
れ
た
館
長

は
、
自
分
の
目
で
確
か
め
た
い
と
、
大
本
の
聖
地

で
あ
る
天
恩
郷
に
来
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
四
十
六
年
、
聖
地
・
天
恩
郷
（
京
都
府
亀

岡
市
）
を
訪
れ
た
セ
ル
ヌ
ス
キ
ー
美
術
館
の
ブ
ァ

デ
ィ
ム
・
エ
リ
セ
エ
フ
館
長
は
、
出
口
一
門
の
作

品
を
目
の
当
た
り
に
し
「
最
も
日
本
的
な
作
品
の

香
気
と
、
信
仰
と
一
体
と
な
っ
た
芸
術
活
動
か
ら

生
み
出
さ
れ
た
。
今
日
世
界
に
お
い
て
他
に
類
を

見
な
い
精
神
的
に
高
い
次
元
の
芸
術
」
と
評
価
し
、

作
品
展
開
催
が
決
定
し
ま
す
。　
　

高
く
評
価
さ
れ
た
の
は
、
大
本
芸
術
の
純
粋
な

日
本
の
美
と
、
宇
宙
創
造
の
原
点
に
帰
っ
た
よ
う

な
、
信
仰
と
芸
術
と
が
渾
然
一
体
化
し
た
内
な
る

美
の
高
さ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

パ
リ
の
作
品
展
は
多
く
の
新
聞
に
も
取
り
上
げ

ら
れ
、
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
、

イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
も
開
催

要
請
を
受
け
、
最
終
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
八
会
場
で

の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
各
会
場
で
は
、
教
団
職
員
や
信
徒
に
よ
る

お
茶
席
、
書
道
教
室
な
ど
も
催
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
単
に
作
品
を
展
示
し
た
の
で
は
な
く
、
参

観
者
に
日
本
の
伝
統
芸
術
と
文
化
を
紹
介
し
た
こ

と
も
、
海
外
で
は
非
常
に
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。

エ
リ
セ
エ
フ
館
長
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
十
八
世

紀
の
理
性
主
義
、
啓
蒙
運
動
が
広
が
り
で
、
人
間

中
心
的
な
考
え
が
支
配
的
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
で
、
信
仰
的
態
度

へ
移
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
中
で
大
本
の
芸
術
は
世
界
に
な
い
唯
一
の
“
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
”
に
よ
っ
て
、
作
品
を
創
造

し
て
い
く
世
界
を
持
っ
て
い
ま
す
」
と
最
大
限
に

評
し
ま
し
た
。

作
品
展
か
ら
宗
教
交
流
へ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
作
品
展
を
終
え
、
ア
メ
リ
カ

へ
渡
る
と
、
こ
こ
で
非
常
に
画
期
的
な
出
来
事
が

起
こ
り
ま
す
。
企
画
に
携
わ
っ
た
芸
術
家
の
フ
レ

デ
リ
ッ
ク
・
フ
ラ
ン
ク
氏
よ
り
、
こ
の
純
粋
な
素

晴
ら
し
い
芸
術
作
品
の
発
表
す
る
場
と
し
て
、
教

会
を
会
場
と
し
た
い
と
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。

米
国
聖
公
会
の
聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
）
が
候
補
に
選
ば
れ
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
パ
ー
ク
ス
・

モ
ー
ト
ン
聖
堂
長
も
快
諾
し
た
こ
と
か
ら
、
会
場

に
決
ま
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
作
品
展
を
開
催
す

る
に
あ
た
り
、
一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
で
、
他
宗
教
で
あ
る
大
本
に
よ
る
開
催
奉
告
の

祭
典
が
執
り
行
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

作
品
を
通
じ
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
神
の
姿
を
求

め
て
、
宗
教
交
流
に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。

ま
さ
に
『
芸
術
は
宗
教
の
母
な
り
』
が
実
証
さ

れ
た
瞬
間
で
し
た
。

〝
物
と
金
〟
か
ら
の
「
立
替
え
立
直
し
」

現
代
社
会
は
未
だ
に
“
物
と
金
”
を
重
視
す
る

時
代
で
す
が
、
欧
米
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
経
済

の
低
迷
、
一
部
の
人
間
だ
け
が
利
益
を
得
る
格
差

社
会
、
人
心
の
荒
廃
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
行

き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
は
、
あ
れ
だ
け
安
全

と
謳
わ
れ
て
き
た
原
子
力
発
電
が
人
類
の
生
命
を

脅
か
す
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
大
自
然
の
恵
み
に
よ
る
無
尽
蔵
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
移
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

政
治
、
経
済
、
教
育
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
の

改
革
が
求
め
ら
れ
、
現
代
社
会
の
根
本
的
な
変
革

が
迫
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
現
在
の“
物
と
金
”の
世
の
中
か
ら
、

精
神
的
な
ル
ネ
サ
ン
ス
、
大
本
で
説
く
「
心
の
立

替
え
立
直
し
」
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

芸
術
と
宗
教
、
こ
の
二
つ
が
心
を
豊
か
な
方
向

へ
と
導
く
も
の
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

ま
た
さ
ら
に
、
神
さ
ま
の
経
綸
は
今
の
世
の
中

を
立
替
え
立
直
し
て
、
真
善
美
に
輝
く
「
み
ろ
く

の
世
」
の
実
現
が
迫
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
非
常
に
多
芸
多
才
な
方
で
、
短
歌
か
ら
陶

芸
、
能
楽
、
茶
道
、
絵
画
と
あ
ら
ゆ
る
芸
術
を
趣

味
の
枠
を
超
え
て
、
生
活
の
中
で
熱
心
に
取
り
組

ま
れ
ま
し
た
。『
信
仰
即
芸
術
即
生
活
』
の
教
え
を

実
践
し
ま
し
た
。

人
間
国
宝
で
陶
芸
家
の
加
藤
土は

じ

め

師
萌
氏
は
、
直

日
の
作
品
を
「
何
と
い
う
楽
し
い
作
品
で
し
ょ
う
、

一
つ
一
つ
を
本
当
に
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
、
私
た

ち
専
門
家
に
は
、
と
て
も
こ
の
よ
う
な
作
品
は
作

れ
ま
せ
ん
」
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

理
屈
や
概
念
、
知
識
を
越
え
て
、
本
当
に
悠
々

と
し
た
作
品
を
作
っ
て
い
る
の
が
三
代
教
主
で
す
。

三
代
教
主
補
出
口
日
出
麿
は
、
主
に
書
や
画
を

書
か
れ
ま
し
た
。
力
強
く
男
性
的
な
線
の
中
に
も

温
か
み
が
あ
り
、
人
の
心
を
清
々
し
く
さ
せ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
作
品
で
す
。

書
家
の
綾
村
坦た
ん
え
ん園

氏
は
「
書
や
画
に
み
ら
れ
る

空
間
の
見
事
さ
は
、
比
較
す
る
も
の
が
な
い
ほ
ど

す
ば
ら
し
い
。
ま
た
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
墨
線
の

う
つ
く
し
さ
も
比
類
が
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
実

に
温
か
く
、
生
命
線
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
実
に
透

き
通
っ
た
、
仙
味
を
お
び
た
、
一
つ
の
厳
し
い
世

界
が
出
て
い
る
。
師
の
書
の
線
は
、
あ
く
ま
で
も

男
性
的
で
あ
り
、
決
定
的
な
ぎ
り
ぎ
り
の
線
を
示

さ
れ
て
お
ら
れ
る
」
と
評
し
ま
し
た
。

四
代
教
主
出
口
聖
子
も
、
機
織
、
作
陶
、
能
楽

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
植
物
へ
の
造
詣
が
深
く
、
植
物
学
者
で
あ
る

村
田
源
氏
は
「
植
物
の
生
き
方
の
中
に
信
仰
を
感

じ
、
植
物
に
対
す
る
慈
し
み
の
心
を
持
っ
て
お
ら

れ
た
」
と
語
り
ま
し
た
。

現
在
の
五
代
教
主
出
口
紅
の
時
代
に
な
り
、『
信

仰
即
生
活
即
芸
術
』
の
型
と
な
る
「
つ
る
山
み
ろ

く
村
」
が
聖
地
・
梅
松
苑
（
京
都
府
綾
部
市
）
に

開
設
し
ま
し
た
。
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東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会
は
、
九
二
十
九
・
三
十

の
両
日
に
開
催
さ
れ
、
の
べ
四
十
七
人(

内
、
一

般
一
人
）
が
参
加
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク
ラ
ス
が
基
本
動
作
か
ら
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
・
合
祀
祭
・

年
祭
ま
で
、
特
別
ク
ラ
ス
が
葬
祭
の
斎
主
養
成
の

た
め
の
、
装
束
着
付
け

と
し
ま
い
方
や
誄
詞
作

文
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
実

習
し
た
。

な
お
、
初
級
と
中
級

ク
ラ
ス
の
内
、
十
六
人

が
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

十
四
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
田
村

京
子
直
心
会
東
京
連
合
会
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、

三
百
九
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
直
心
会
の
代
表
、
少
女
祭
員

は
千
葉
主
会
の
武
山
さ
く
ら
さ
ん
、
な
お
ひ
さ
ん

姉
妹
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝

読
は
鈴
木
花
枝
直
心
会
神
奈
川
連
合
会
長
、
添
釜

は
中
村
社
中
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
、
来
月
執
行
さ
れ
る
『
開
教

一
二
〇
年
東
光
苑
秋
季
大
祭
』
の
教
主
さ
ま
ご
臨

席
と
り
や
め
に
つ
い
て

報
告
し
た
ほ
か
、
本
年

度
教
団
方
針
を
振
り
返

り
な
が
ら
、「
み
ろ
く

の
世
の
実
践
」
の
徹
底

を
呼
び
か
け
た
。

続
い
て
村
上
治
道

㈱
「
天
声
社
」
社
長
が
、

こ
れ
ま
で
隔
月
で
実
施

し
て
い
た
神
具
や
書
籍
類
の
出
張
販
売
を
、
都
合

に
よ
り
来
年
か
ら
六
月
と
十
二
月
の
年
二
回
に
縮

小
す
る
こ
と
を
報
告
。
参
拝
者
に
理
解
を
求
め
た
。

直
会
後
、「
関
東
教
区
主
会
長
連
絡
協
議
会
」
が

八
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
で
、
関
東
教
区
青
松

会
主
催
の
「
第
五
回
元
気
の
出
る
研
修
会
」
が
二

階
講
座
室
で
開
催
さ
れ
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
十
六
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
十
月
十
七
日

午
後
七
時
か
ら
八
時
三
十
分
ま
で
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
に
お
い
て
、
島
本
光
久(
社)
愛
善
み

ず
ほ
会
理
事
を
講
師
に
「
今
求
め
ら
れ
る
食
・
農
・

環
境—

今
こ
そ
、
お
土

の
こ
こ
ろ
を—

」
と
題

し
て
開
催
さ
れ
た
。
参

加
者
は
十
五
人
（
内
、

一
般
三
人
）。

講
座
で
は
、
愛
善
み

ず
ほ
会
の
Ｐ
Ｒ
ビ
デ
オ

の
上
映
に
は
じ
ま
り
、

同
会
の
歴
史
や
活
動
を

五
十
八
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
で
は
、
斎
主
と
祭
員
が
全
国
か
ら
申
し
込

ま
れ
た
五
百
九
十
四
世
帯
の
世
帯
主
名
を
全
て
読

み
あ
げ
る
と
共
に
、
全
世
帯
の
平
安
と
繁
栄
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
、
続
い
て
参
拝
者
全
員
が
玉
串
を

捧
奠
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
を
の
べ
、
拝
金
・
科
学
万
能
主
義
の
弊
害
、

家
庭
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
、
さ
ら
に
は
い
じ

め
や
不
登
校
と
い
っ
た
教
育
問
題
を
指
摘
。「
こ
の

世
は
天
国
の
養
成
所
で
あ
り
、
切
磋
琢
磨
す
る
場

所
。
し
っ
か
り
と
神
さ
ま
に
祈
願
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
自
ら
も
明
る
く
、
前
向
き
に
、
真
剣
に
日
々

の
生
活
を
送
り
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
た
。

な
お
ご
祈
願
は
、
十
月
二
十
六
日
ま
で
の
一
週

間
続
け
ら
れ
た
。

紹
介
し
た
ほ
か
、
日
本
の
農
業
の
歴
史
、
有
機
野

菜
と
慣
行
野
菜
の
違
い
、
土
壌
の
成
り
立
ち
や
構

造
、
酵
素
や
発
酵
食
品
の
効
果
、
さ
ら
に
は
福
島

県
内
で
行
わ
れ
た
放
射
性
物
質
汚
染
土
壌
の
微
生

物
発
酵
処
理
の
検
証
と
い
っ
た
、
多
岐
に
渡
る
内

容
を
専
門
的
な
見
地
か
ら
解
説
。「
こ
れ
か
ら
の
日

本
人
は
、
酵
素
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
腸
内

環
境
を
整
え
、
自
然
治
癒
力
を
高
め
る
発
酵
食
品

を
多
く
摂
取
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
り
自
己
免
疫
力
の
向
上
や
腸
内
活
性
化
を
計
り
、

健
康
な
身
体
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
い
た
。

第
21
回
家
庭
平
安
祈
願
祭

今
年
で
第
二
十
一
回
目
を
迎
え
た
家
庭
平
安
祈

願
祭
は
、
十
月
二
十
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
、

清々しく祭典にお仕えされた
直心会員と少年部員の皆さん

基本作法から実習する
初級クラスの皆さん

多くの参加者から「有機栽培の重要
性を実感した」との声が聞かれた

東
光
苑
主
催
祭
典
・
行
事
予
定

11
月４

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

開
教
120
年
大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

	

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

開
教
120
年
東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝

祭
・
七
五
三
詣
り

21
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

人
は
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か

—

人
生
に
と
っ
て
大
切
な
も
の—

		

講
師

森
良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

23
日
（
金
・
勤
労
感
謝
の
日
）	

	
	

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

12
月９

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

16
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分

		

開
祖
聖
誕
祭
（
176
年
）

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

		

講
題

今
を
幸
せ
に
生
き
る

—

運
を
開
く
５
つ
の
鍵—

		

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

23
日
（
日
）

		

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

25
日
（
火
）	

午
前
10
時
30
分

		

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
21
年
）


