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1　　　阿づまの光

天て
ん

も
地ち

も
清き

よ

め
澄す

ま
し
て
惟

か
む
な
が
ら神

か
み
の
教

お
し
へ

を
布し

か
む
と
ぞ
思お

も

ふ

変
わ
り
ま
す
！

「
常
設
大
本
講
座
」	

愛
善
宣
教
課
主
幹	

成な
る

尾お

　

義
た
だ
し

大
本
開
教
百
二
十
年
を
迎
え
た
昨
年
（
平
成
二
十
四
年
）
の
一
月
か
ら
、
首
都
圏
宣
教
を
目
的
と
し
て
、

東
京
本
部
を
会
場
に
開
催
し
て
き
ま
し
た
「
大
本
常
設
対
外
講
座
」。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
毎
週
月
・
水
・
金
曜

日
の
午
後
に
み
教
え
の
講
話
、
夜
間
に
鎮
魂
や
浄
書
と
い
っ
た
実
習
を
実
施
し
、
の
べ
百
十
八
人
の
方
が

ご
受
講
に
な
り
、
そ
の
内
四
十
七
人
が
一
般
の
方
や
ま
だ
ご
入
信
で
な
い
信
徒
子
弟
で
し
た
（
九
月
十
八

日
現
在
）。

ご
受
講
い
た
だ
い
た
方
々
か
ら
は
「
お
話
を
聞
い
て
〝
一
日
々
々
の
大
切
さ
〟
に
気
付
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
」「
普
段
の
生
活
を
じ
っ
く
り
、
落
ち
着
い
て
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」「
講
師
の
言
葉
一

つ
ひ
と
つ
が
響
き
、
心
が
弾
む
思
い
で
受
講
し
ま
し
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
後
お
二
人
の

方
が
ご
入
信
に
な
っ
た
の
を
は
じ
め
、
両
聖
地
の
「
大
道
場
修
行
」
を
ご
受
講
さ
れ
た
方
や
東
光
苑
月
次

祭
に
ご
参
拝
に
な
る
方
、
ま
た
教
団
の
月
刊
誌
「
み
ろ
く
の
よ
」
を
購
読
さ
れ
た
り
本
紙
「
阿
づ
ま
の
光
」

の
郵
送
を
希
望
に
な
る
方
が
あ
り
、
劇
的
な
成
果
と
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、〝
神
へ
の
門
戸
〟
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

『
今
、
大
本
の
基
本
的
な
み
教
え
、
特
に
神
と
人
と
の
関
係
、
人
生
の
目
的
、
霊
界
の
実
在
な
ど
を
分
か

り
や
す
く
世
の
人
々
に
お
伝
え
し
、
ま
た
「
天
地
の
律
法
」
を
人
類
普
遍
の
倫
理
と
し
て
普
及
す
る
こ
と

が
急
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
』（
平
成
十
九
年
教
主
さ
ま
新
年
ご
あ
い
さ
つ
）

東
京
本
部
で
は
、
右
記
の
教
主
さ
ま
の
お
教
示
を
基
と
し
て
「
大
本
常
設
対
外
講
座
」
の
講
題
を
こ
の

十
月
か
ら
刷
新
。
月
曜
日
に
「
神
と
人
の
関
係
」、
水
曜
日
「
霊
界
の
実
在
」、
金
曜
日
に
「
人
生
の
目
的
」

へ
と
見
直
し
、
ま
た
名
称
も
シ
ン
プ
ル
に
「
常
設
大
本
講
座
」
へ
と
改
名
し
ま
す
。
そ
し
て
夜
間
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
実
習
で
は
な
く
、
日
中
同
様
に
講
座
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
「
話
を
聞
き
た
い
が
日
中
は
仕
事
等
で
足
が
運
べ
な
い
」
と
い
う
ご
要
望
に
お
応
え
し

た
も
の
で
、
今
後
も
皆
さ
ん
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
充
実
し
た
内
容
を
目
指
し
て
い
く
所
存
で
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
神
島
」（
神
島
土･

金
字
松
釉
）

平
成
二
十
五
年
九
月
十
九
日
記
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果
た
せ
ば
、
世
界
は
良
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
意
味

で
非
常
に
重
い
責
任
が
あ
る
の
で
す
。

神
さ
ま
は
日
本
を
地
場
・
足
が
か
り
と
し
て
、
世

界
を
守
護
し
て
い
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
は
神
さ
ま
の
お
集
ま
り
に
な
る
結
構
な
国
で

あ
り
、
世
界
の
本
と
な
る
べ
き
国
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
日
本
の
島
が
四
方
に
海
を
め
ぐ
ら
し
た
の
は
、
神

聖
な
る
神
の
お
住
ま
い
ど
こ
ろ
と
す
る
た
め
で
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
は
、
地
は
南
北
に
亘
り
、
東
西

に
跨
っ
て
、
周
囲
に
海
を
め
ぐ
ら
し
、
気
候
は
温
暖

多
雨
で
、
加
え
て
太
陽
光
と
肥
沃
な
土
壌
に
恵
ま
れ
、

植
物
に
お
い
て
も
優
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
十
倍
の
植
種

を
も
ち
、
北
か
ら
南
の
端
ま
で
稲
作
が
で
き
る
の
も

こ
の
恩
恵
で
あ
り
、
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
人
は
、
お
宮
や
神
社
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
場
所
で
神
の
気
を
受
け
て
、
自
然
と
神
心
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
気
候
や
四
季
を
通
し

て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
、
素
晴
ら
し
い
精
神
文
化
を

受
け
て
い
ま
す
。

日
本
は
世
界
の
国
魂
を
生
か
し
な
が
ら
、
世
界
万

民
を
安
ら
か
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
、
道
義
的
、

精
神
的
な
文
明
を
持
っ
て
、
統
一
し
て
い
く
使
命
を

日
本
は
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

日
本
は
世
界
中
を
助
け
る
責
任
が
あ
る
。
そ
れ
ほ

ど
の
力
と
神
の
ご
守
護
が
、
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

神
が
全
て
を
統
一
す
る
国
・
日
本

日
本
は
神
武
天
皇
以
降
、
現
在
ま
で
万
世
一
系
の

皇
統
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

紀
元
前
六
六
〇
年
か
ら
現
在
ま
で
、
二
六
〇
〇
年

以
上
の
長
き
に
亘
り
、
皇
位
継
承
が
続
い
て
い
る
皇

統
は
世
界
で
も
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、

神
が
神
国
で
あ
る
日
本
を
守
り
、
そ
し
て
世
界
の
役

に
立
つ
よ
う
に
と
い
う
お
ぼ
し
め
し
で
あ
り
ま
す
。

神
国
は
、「
神
と
国
と
君
子
と
民
」
こ
の
四
つ
が

真
釣
り
合
っ
て
、
初
め
て
成
立
し
ま
す
。
日
本
の
天

皇
は
政
治
権
力
を
行
使
せ
ず
、
国
民
を
自
分
の
一
番

大
事
な
宝
と
し
て
、
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

君
子
と
民
の
結
び
つ
き
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
昭
和
天
皇
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
と
会
談
し
た
時
の
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
「
お
そ
ら
く
天
皇
は
自

分
を
助
け
て
く
れ
と
懇
願
す
る
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
天
皇
か
ら
出
て
き
た
の
は
「
自
分

の
命
は
ど
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
か
ら
、
国
民
を

救
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
内
容
で
し
た
。
そ
れ
を
聞

い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
天
皇
の
国
民
を
思
う
心
、

結
び
つ
き
の
深
さ
に
驚
き
、
天
皇
制
を
な
く
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
現
在
の

天
皇
は
、
国
の
象
徴
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
日
本
の
御
所
は
一
切
囲
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
天
皇
と
国
民
と
の
信
頼
関
係
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
ま
さ
に
、
神
の
国
の
姿
を
表
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

大
本
の
も
う
一
つ
の
教
典
「
大
本
神
諭
」
に
『
お

照
ら
し
は
一
体
、
七
王
も
八
王
も
王
が
あ
れ
ば
、
世

界
に
苦
説
が
絶
え
ん
か
ら
一
つ
の
王
で
治
め
る
ぞ

よ
、
日
本
は
神
国
、
神
が
出
て
働
く
ぞ
よ
』
と
あ
り

ま
す
。〝
一
つ
の
王
〟
と
は
神
の
こ
と
で
、
神
が
全

て
を
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
本
の
教
え
で
す
。

日
本
人
に
備
わ
る
や
ま
と
魂

国
の
使
命
と
共
に
、
日
本
人
に
与
え
ら
れ
た
も
の

が
、「
や
ま
と
魂
（
日
本
魂
・
大
和
魂
）」
で
す
。
大

本
で
い
う
「
や
ま
と
魂
」
は
民
族
精
神
で
あ
る
と
同

時
に
、
天
地
の
神
と
精
神
が
合
一
し
た
心
の
こ
と
を

指
し
て
い
ま
す
。
菩
提
心
、
神
心
、
愛
善
心
と
も
表

に
、
少
し
ず
つ
違
い
ま
す
。

大
本
で
は
、
こ
の
天
命
が
し
っ
か
り
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宇
宙
を
創
造
さ
れ
た
時
か
ら
、

す
で
に
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

日
本
は
世
界
の
雛
型

神
さ
ま
は
地
球
を
創
造
さ
れ
る
時
、
最
初
に
日
本

の
国
を
創
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
を
雛
形
と
し

て
、
他
の
国
々
を
創
っ
て
い
か
れ
た
の
で
す
。

大
本
の
教
典
「
霊
界
物
語
」
に
は
、『
元
の
大お

お
く
に国

常と
こ
た
ち
の
み
こ
と

立
尊
が
竜
体
を
現
じ
て
、
地
上
の
泥
海
を
造
り

固
め
て
い
ら
れ
た
時
に
お
姿
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の

長
さ
も
幅
も
、
寸
法
に
お
い
て
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
日
本
国
は
、
地
球
の
艮
に
位
置
し
て
神
聖

犯
す
べ
か
ら
ざ
る
土
地
な
の
で
あ
る
』
と
あ
り
ま
す
。

地
図
を
見
る
と
、
日
本
は
竜
の
形
を
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す
。
そ
し
て
日
本
の
形
と
、
そ
っ
く
り

に
世
界
を
創
ら
れ
ま
し
た
。
北
海
道
が
北
ア
メ
リ
カ
、

本
州
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
、
四
国
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
九
州
が
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
す
。

物
事
に
お
い
て
も
、
池
に
石
を
投
げ
て
波
紋
が
広

が
っ
て
い
く
よ
う
に
、
日
本
で
起
こ
っ
た
事
は
世
界

に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
が
使
命
を

講師  浅
あさ

田
だ

秋
とき

彦
ひこ

（東京宣教センター長）
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日本および日本人の使命
—日本は世界の要—

神
さ
ま
の
目
的

現
在
の
世
の
中
を
見
て
い
る
と
、
政
治
、
経
済
、

す
べ
て
に
お
い
て
混
乱
し
て
い
る
状
況
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
う
現
状
の
中
で
、「
日
本
お
よ
び
日
本

人
の
使
命
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
も
ら
う
の
は
、

時
宜
を
得
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
〝
使
命
〟
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
天ヽ
か
ら

の
ご
命ヽ
令
〝
天
命
〟
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
使
命

は
、
宇
宙
全
て
の
も
の
、
人
間
は
も
ち
ろ
ん
動
植
物
、

鉱
物
、
全
て
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
向
か
う
先
は
一
つ
、
地
上
天
国
「
み
ろ
く

の
世
」
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
使
命
は
日
本
の
国

や
日
本
人
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
国

や
人
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
や
容
姿
が
違
う
よ
う

日本は世界の雛型
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う
な
尊
い
国
が
世
界
の
一
ヵ
所
く
ら
い
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
世
界
の
未
来
は
進
む
だ
け

進
み
、
そ
の
間
、
幾
度
か
争
い
は
繰
り
返
さ
れ
て
、

最
後
に
戦
い
に
疲
れ
る
時
が
く
る
。

そ
の
時
、
人
類
は
ま
こ
と
の
平
和
を
求
め
て
、
世

界
的
な
盟
主
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
世

界
の
盟
主
な
る
も
の
は
、
武
力
や
金
力
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
国
の
歴
史
を
抜
き
越
え
た
、
最
も
古
く
、

ま
た
尊
い
家
柄
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
世
界
の
文
化

は
ア
ジ
ア
に
始
ま
っ
て
、
ア
ジ
ア
に
帰
る
。
そ
れ
は

ア
ジ
ア
の
高
峰
、
日
本
に
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
我
々
は
神
に
感
謝
す
る
。
我
々
に
日
本
と
い

う
尊
い
国
を
つ
く
っ
て
置
い
て
く
れ
た
こ
と
を
』

外
国
の
方
が
、
こ
こ
ま
で
日
本
の
使
命
を
し
っ
か

り
と
見
極
め
て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
日
本
人
は
気

付
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

誇
り
と
自
覚
を
も
っ
て

日
本
は
、
国
の
使
命
お
よ
び
日
本
魂
が
与
え
ら
れ
、

世
界
の
東
西
文
化
を
吸
収
す
る
な
ど
そ
の
資
格
が
す

で
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
わ
が
国
の
文
化
は
自
然
と
一
体
で
あ
り
、

自
然
と
調
和
し
て
い
け
る
こ
と
。
ま
た
、
宗
教
間
も

非
常
に
和
合
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
日
本
人
は
緻
密

で
豊
か
な
情
緒
を
持
ち
、
進
取
的
・
理
論
的
な
思
考

力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
格
が
あ
る
こ
と
を
、

も
う
一
度
再
認
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

私
た
ち
日
本
人
は
、
普
段
か
ら
日
本
や
日
本
人

の
使
命
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
根

源
神
か
ら
国
土
と
日
本
魂
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
誇
り
に
し
、
そ
し
て
、
世
界
の
雛
型
に
住
む
住
人

と
し
て
、〝
日
本
が
良
く
な
れ
ば
世
界
が
良
く
な
る
〟

こ
と
を
、
も
っ
と
自
覚
し
て
日
々
の
生
活
を
送
ら
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

の
大
自
然
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
精
神

が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
精
神
は
「
も
っ
た
い
な

い
」
と
い
う
世
界
の
ど
こ
の
国
に
も
な
い
、
日
本
独

特
の
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
、
ケ
ニ
ア
の
環
境
副
大
臣
を
務
め
、

は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー

タ
イ
さ
ん
が
、
平
成
十
七
年
に
環
境
保
全
の
言
葉
と

し
て
紹
介
し
た
こ
と
で
世
界
へ
広
が
り
ま
し
た
。

こ
の
方
は
、〝
も
っ
た
い
な
い
〟
と
い
う
言
葉
の

意
味
を
聞
い
て
「
素
晴
ら
し
い
、
こ
れ
は
世
界
の
人

に
知
ら
せ
て
あ
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
、
日
本

独
特
の
言
葉
と
し
て
、
演
説
で
宣
伝
し
ま
し
た
。

こ
の
〝
も
っ
た
い
な
い
〟
と
い
う
言
葉
に
は
、

〝R

リ

デ

ュ

ー

ス

e
d
u
c
e

（
消
費
削
減
）〟〝R

リ

ユ

ー

ス

e
u
se

（
再
利
用
）〟

〝R

リ

サ

イ

ク

ル

e
c
y
c
le

（
再
資
源
化
）〟〝R

リ

ペ

ア

e
p
a
ir

（
修
理
）〟
の

四
つ
の
意
味
が
あ
り
、
根
底
に
は
神
さ
ま
に
感
謝
を

す
る
、
と
い
う
気
持
ち
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
、
障
子
が
破
れ
て
も
破
れ
た
と
こ
ろ
だ

け
を
貼
り
替
え
た
り
、
飾
り
切
り
な
ど
し
て
不
要
な

部
分
だ
け
修
理
し
て
、
よ
り
良
く
再
利
用
し
て
使
い

ま
す
。
こ
う
い
っ
た
精
神
に
マ
ー
タ
イ
さ
ん
は
非
常

に
感
動
し
て
、
世
界
に
広
め
て
い
き
ま
し
た
。

戦
争
直
後
の
物
質
が
乏
し
か
っ
た
時
代
は
、
私

た
ち
も
親
か
ら
何
回
も
聞
か
さ
れ
て
い
た
言
葉
で
す

が
、
最
近
は
そ
の
意
識
が
薄
ら
い
で
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉

物
理
学
者
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
博
士
は
、

一
九
二
二
年
に
来
日
さ
れ
た
折
り
、
次
の
言
葉
を
残

し
ま
し
た
。

『
近
代
日
本
の
発
展
ほ
ど
、
世
界
を
驚
か
せ
た
も

の
は
な
い
。
一
系
の
天
皇
を
戴
い
て
い
る
こ
と
が
今

日
の
日
本
を
あ
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ

を
発
信
し
な
が
ら
、
世
界
に
和
合
を
し
て
行
く
。
世

界
が
平
和
に
な
る
よ
う
に
、
貢
献
し
て
行
く
。

世
界
の
人
に
日
本
人
の
印
象
を
尋
ね
る
と
、
物
づ

く
り
に
優
れ
て
い
る
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

例
え
ば
嘉
永
六
年
、
黒
船
で
ペ
リ
ー
代
将
が
来
航

し
た
時
の
こ
と
で
す
。
そ
の
時
、
日
本
人
は
そ
の
船

を
造
ろ
う
と
し
て
、
船
に
上
が
っ
て
、
一
所
懸
命
調

べ
た
り
、
測
っ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。
当
然
、
ア
メ

リ
カ
の
軍
隊
は
「
何
し
て
い
る
の
か
な
」
と
疑
問
に

思
い
ま
す
。
ど
こ
の
ア
ジ
ア
の
植
民
地
周
っ
て
も
、

船
を
造
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
て
な
か
っ
た
わ
け

で
す
か
ら
。
日
本
は
、
そ
の
二
ヵ
月
後
に
船
を
造
り

始
め
、
翌
年
に
は
『
鳳
凰
丸
』
と
い
う
軍
艦
を
造
り

上
げ
ま
し
た
。

こ
の
事
に
つ
い
て
、
ペ
リ
ー
は
「
日
本
人
の
職
人

の
技
術
の
高
さ
は
、
世
界
の
ど
こ
の
国
の
職
人
に
も

劣
ら
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
国
民
の
発
明
力
が
最

も
自
由
に
発
揮
さ
れ
る
な
ら
ば
、
世
界
の
最
も
進
ん

だ
、
製
造
王
国
に
肩
を
並
べ
る
日
も
遠
く
な
い
だ
ろ

う
。
好
奇
心
と
進
取
の
精
神
を
持
っ
て
す
れ
ば
、
日

本
人
の
技
術
は
、
最
高
レ
ベ
ル
に
達
す
る
だ
ろ
う
」

と
語
っ
て
い
ま
す
。

王
仁
三
郎
の
教
え
に
も
『
世
界
の
文
化
を
こ
と
ご

と
く
吸
収
し
て
、
同
化
し
、
精
錬
し
て
さ
ら
に
よ
り

以
上
美
し
き
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
れ
を
世
界
に

頒は
ん

与よ

す
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
の
生
命
が
あ
り
、
使

命
が
あ
る
の
で
あ
る
』
と
あ
り
ま
す
。

日
本
の
使
命
と
は
、
世
界
の
雛
形
と
し
て
の
使
命

と
、
世
界
の
文
化
を
学
ん
で
、
さ
ら
に
進
化
発
展
さ

せ
て
新
た
に
発
信
し
、
世
界
が
平
和
に
な
る
よ
う
に
、

指
導
し
て
い
く
と
い
う
立
場
に
あ
り
ま
す
。

日
本
独
特
の
〝
も
っ
た
い
な
い
〟
精
神

私
た
ち
日
本
人
に
は
、
大
自
然
に
神
が
宿
り
、
そ

わ
さ
れ
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
際
、
日
本
人
の
行
動
が
世
界
中

か
ら
称
賛
さ
れ
た
話
は
、
皆
さ
ん
の
記
憶
に
も
新
し

い
と
思
い
ま
す
。
あ
の
未
曽
有
の
災
害
時
の
直
後
に
、

日
本
で
は
暴
動
や
略
奪
が
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
世
界
の
多
く
の
国
で
は
、
災
害
や
暴
動
が

起
こ
る
と
、
商
店
や
住
居
か
ら
略
奪
や
強
奪
が
行
わ

れ
、
大
混
乱
が
起
こ
り
ま
す
。

日
本
は
「
超
大
地
震
と
津
波
に
見
舞
わ
れ
て
も
、

商
店
の
略
奪
も
起
こ
ら
ず
、
全
て
に
秩
序
が
保
た
れ

て
い
る
」
と
世
界
中
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
で
は
「
日
本
人
が
こ
う
し
た
状
況
下
で
、

略
奪
や
暴
動
も
起
こ
さ
ず
、
相
互
に
助
け
合
う
こ
と

は
全
世
界
で
も
少
な
い
独
特
の
国
民
性
だ
」
と
評
価

さ
れ
ま
し
た
。

近
年
の
日
本
の
犯
罪
を
見
て
い
る
と
、
や
ま
と
魂

は
消
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
け
れ
ど
、
本
当

に
与
え
ら
れ
た
や
ま
と
魂
は
、
根
本
か
ら
消
え
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
戻
っ
て
き
ま
す
。

世
界
の
文
化
を
吸
収
・
精
錬
・
頒
与
す
る

も
う
一
つ
、
大
事
な
こ
と
は
日
本
の
文
化
が
世
界

に
及
ぼ
す
影
響
は
大
き
い
こ
と
で
す
。

文
化
に
よ
っ
て
世
界
を
良
く
し
て
い
く
こ
と
も
日

本
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
す
。

実
際
、
日
本
の
文
化
が
世
界
文
化
に
な
っ
て
い
る

も
の
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
柔
道
、
茶
道
の
古
く
か

ら
日
本
に
伝
わ
る
文
化
も
あ
れ
ば
、
寿
司
や
天
ぷ
ら

な
ど
の
食
文
化
。
ま
た
最
近
特
に
影
響
を
与
え
て
い

る
の
が
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
で
す
。

日
本
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
二
〇
〇
〇
年
以
上
を
掛

け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
文
化
を
日
本
の
中
で
消
化
し
て
、

よ
り
良
い
も
の
と
し
て
、
発
信
す
る
。
そ
し
て
文
化
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出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013

第
百
二
十
七
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・

王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
３
』
は
、
九
月

十
八
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
、
田
辺
謙
二
大
本

百
二
十
年
記
念
事
業
事
務
局
主
幹
を
講
師
に
「
芸

術
は
宗
教
の
母
な
り
〜
宗
教
即
生
活
即
芸
術
〜
」

と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
十
九
人
（
内
、

一
般
五
人
）。

講
座
で
は
、
信
仰
（
拝
殿
）
と
生
活
（
茶
室
）

と
芸
術
（
能
舞
台
）
が
三
位
一
体
と
な
っ
て
い
る

大
本
の
神
殿
の
紹
介
に
は
じ
ま
り
、
大
本
海
外
作

品
展
の
開
催
経
緯
や
関
係
者
の
声
、
同
作
品
展
で

好
評
を
博
し
た
総
合
芸
術
・
茶
道
を
解
説
し
た
ほ

か
、
大
本
に
茶
道
を
取
り
入
れ
た
三
代
教
主
さ
ま

の
ご
聖
苦
と
亭
主
と
し
て
の
お
心
づ
か
い
な
ど
、

体
験
談
を
交
え
な
が
ら
解
説
し
た
。「
み
ろ
く
の
世

の
ひ
な
型
と
し
て
の
大
本
の
茶
道
は
『
信
仰
即
生

活
即
芸
術
』
の
実
践
で
あ
り
、『
真
善
美
愛
』
を
身

に
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ
は
、
九
月
十
八
日
（
旧

暦
八
月
十
五
日
）、
午
後
六
時
か
ら
八
時
ま
で
催
さ

れ
、
六
十
人
が
来
苑
し
た
。

苑
内
に
は
路
地
行
灯
が
と
も
さ
れ
、
薄
茶
席
や

御
神
酒
接
待
、
歴
代
教
主
さ
ま
の
お
作
品
展
示
が

設
け
ら
れ
た
。

係
員
は
、
薄
茶
席
を
高
野
社
中
、
御
神
酒
接
待

を
関
東
教
区
各
主
会
の
直
心
会
の
み
な
さ
ん
が
そ

れ
ぞ
れ
担
当
。
雲
一
つ
な
い
夜
空
に
浮
か
ぶ
中
秋

の
名
月
を
堪
能
し
た
。

続
い
て
「
長
寿
祝
式

典
」
が
行
わ
れ
、
ま
ず

出
席
者
十
八
人
の
皆
さ

ん
を
紹
介
し
た
の
ち
、

鈴
木
花
枝
直
心
会
神
奈

川
連
合
会
長
か
ら
、
永

沼
久
枝
氏
に
記
念
品
が

贈
呈
さ
れ
た
。

な
お
本
年
度
、
関
東

教
区
で
は
白
寿
二
人
、

米
寿
に
二
十
四
人
、
喜

寿
に
五
十
六
人
の
方
々
が
迎
え
ら
れ
た
。

当
日
列
席
者
＝
米
寿
／
桑
原
泰
三
（
群
馬
）
佐
々

木
ま
さ
子
・
玉
井
し
の
ぶ
（
埼
玉
）
岡
田
登
美
子
・

川
口
映
（
東
京
）
雑
賀
須
美
（
神
奈
川
）、
喜
寿
／
柳

沢
伸
宣
（
群
馬
）
永
沼
久
枝
（
山
梨
）
斉
藤
佳
郎
・

武
田
寿
賀
子
（
茨
城
）
塚
田
和
子
（
埼
玉
）
清
水
保

子
（
千
葉
）
榎
戸
あ
い
子
・
片
桐
脩
三
・
本
間
光
枝

（
東
京
）
大
内
幸
苗
・
芝
恒
子
・
杉
村
久
子
（
神
奈
川
）

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
長
寿
感
謝
祭
・
秋
季
合
同
慰

霊
祭
は
、
九
月
八
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、

斎
主
・
森
良
秀
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
の
も
と

執
行
さ
れ
、
三
百
六
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
各
主
会
青
松
会
員
、
伶
人
は
宮

咩
会
関
東
支
部
、
少
年
祭
員
は
東
京
主
会
の
涌
井

三
四
郎
く
ん
と
石
川
涼
く
ん
、
大
本
神
諭
拝
読
は

桑
原
瑞
樹
群
馬
主
会
青
松
会
長
、
添
釜
は
神
奈
川

主
会
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
東
京
本
部

を
代
表
し
て
浅
田
秋
彦

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長

が
あ
い
さ
つ
。

次
い
で
、
茨
城
主
会

少
年
部
員
に
よ
る
「
朗

詠
」
三
首
を
元
気
に
奉

納
し
た
。

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

10
月
（
ク
リ
ー
ン
月
間
）

13
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

関
東
青
松
会
主
催
「
第
５
回
元
気
の
出
る
研
修
会
」

	

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

	

講
題

普
遍
の
真
理
「
四
大
主
義
」

〜
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
〜

	

講
師

猪
子
恒
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

18
日
（
金
）	

午
後
７
時

第
46
回
「
霊
界
物
語
」
全
国
一
斉
拝
読
会

19
日
（
土
）	

午
前
10
時
30
分

第
22
回
家
庭
平
安
祈
願
祭

26
日
（
土
）
27
日
（
日
）

教
本
２
級
認
定
講
習
会

11
月

	

３
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	
	

大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

	

10
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	
	

東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝
祭

	
	

七
五
三
詣
り

	

16
日
（
土
）	

午
前
10
時
30
分
〜

	
	

東
光
苑
大
本
葬
祭
講
習
会

	

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

	

講
題

人
は
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か

〜
万
物
に
使
命
が
あ
る
〜

	
	

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

23
日
（
土
・
祝
）

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

今夏の「大本少年祭」で２位を獲
得した茨城主会少年部員の〝朗詠〟

長寿感謝祭にご出席の皆さん

●
着
任
あ
い
さ
つ	

猪い
の

子こ

恒
ひ
さ
し（

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

亀
岡
の
大
道
場
、
教
務
局
、
総
合
受
付
、
梅

松
塾
を
経
て
、
十
四
年
ぶ
り
に
赴
任
い
た
し
ま

し
た
。
大
神
さ
ま
、
教
主
さ
ま
の
み
心
『
み
ろ

く
の
世
建
設
の
ご
神
業
』
に
お
応
え
す
る
べ
く
、

「
天
の
時
」
を
順
風
に
、「
地
の
利
」
＝
関
東
の
皆

さ
ま
か
ら
格
段
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
「
人

の
和
」
を
モ
ッ
ト
ー
に

ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

●
離
任
あ
い
さ
つ	

森も
り

良よ
し
ひ
で秀（

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

こ
の
た
び
、
天
恩
郷
・
大
道
場
勤
務
を
命
ぜ

ら
れ
ま
し
た
。
平
成
十
四
年
九
月
八
日
に
着
任

し
て
丸
十
一
年
。
こ
の
間
、
数
々
の
貴
重
な
体

験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
中
で
も
、
新

東
京
本
部
建
設
事
業
と
大
本
東
京
作
品
展
の
開

催
は
、
得
が
た
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ

ま
と
は
今
後
も
聖
地
で

お
会
い
で
き
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
て
お
り
ま

す
。
長
い
間
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
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