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1　　　阿づまの光

耐た

へ
し
の
び
勤つ

と

め
は
げ
み
て
勇い

さ

ま
し
く

す
す
む
は
人ひ

と

の
荒

あ
ら
み
た
ま魂

か
も

　
救
い
の
神
業
に
真
心
込
め
て	

総
務
管
理
課
長	

藤ふ
じ

本も
と

　
光

ひ
か
る

十
一
月
の
声
を
聞
く
と
「
節
分
人
型
お
す
す
め
の
始
ま
り
」、
一
年
の
経
過
の
早
さ
を
つ
く
づ
く
と
感
じ
ま
す
。

み
な
さ
ん
も
、
ご
自
身
の
人
型
お
す
す
め
体
数
は
、
少
な
く
と
も
昨
年
並
み
、
あ
る
い
は
昨
年
以
上
と
、
目
標

を
お
立
て
に
な
っ
て
取
り
組
ま
れ
る
と
存
じ
ま
す
。

し
か
し
、
昨
年
以
上
を
期
し
な
が
ら
現
状
維
持
が
結
構
大
変
で
す
。「
大
本
の
人
型
お
祓
い
、
今
年
も
お
願
い

し
ま
す
」
と
毎
年
お
受
け
い
た
だ
い
て
い
る
方
の
家
を
訪
問
し
て
「
今
回
は
け
っ
こ
う
で
す
」
と
簡
単
に
断
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
然
お
受
け
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
断
ら
れ
る
と
大
き
な
シ
ョ
ッ

ク
で
す
。
そ
の
分
、
毎
年
新
規
で
お
受
け
い
た
だ
け
る
お
宅
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
時
期
、
私
は
お
休
み
を
い
た
だ
い
て
数
日
間
、
亀
岡
や
そ
の
周
辺
を
お
す
す
め
に
回
り
ま
す
。
緑
豊
か

な
田
園
風
景
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
の
お
宅
は
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
で
す
。
家
の
方
が
玄
関
先
ま
で
出
て
来
て
い
た

だ
い
た
ら
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
の
声
だ
け
で
あ
っ
さ
り
と
断
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
何
軒
も

続
き
ま
す
と
、
も
う
あ
き
ら
め
て
帰
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
う
し
な
が
ら
も
お
受
け
い
た
だ
け
た
時
は
、

こ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ま
で
の
疲
れ
が
一
瞬
の
う
ち
に
吹
っ
飛
び
ま
す
。

近
年
で
は
こ
う
し
た
足
を
使
っ
て
の
お
す
す
め
と
同
時
に
、
手
紙
に
よ
る
お
す
す
め
も
と
て
も
有
効
で
す
。

遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る
方
へ
、
ま
た
都
合
で
戸
別
訪
問
が
難
し
く
な
っ
た
方
へ
、
東
京
に
来
て
か
ら
の
私
は
、

こ
の
手
紙
で
の
お
す
す
め
の
方
が
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

節
分
ま
で
の
こ
の
期
間
、
大
本
信
徒
の
ご
用
は
こ
の
人
型
お
す
す
め
活
動
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
お
す
す
め

に
回
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
日
は
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
し
ん
ど
さ
を
覚
え
る
も
の
で
す
が
、
結
果
は
と

も
か
く
不
思
議
と
自
分
自
身
が
元
気
に
な
り
ま
す
。
明
ら
か
に
神
さ
ま
か
ら
ご
守
護
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
感

じ
て
い
ま
す
。

大
難
を
小
難
に
、
小
難
を
無
難
に
、
世
界
中
に
わ
だ
か
ま
る
邪
気
を
祓
い
清
め
、
す
べ
て
の
も
の
の
平
安
と

幸
福
を
願
い
、
荒
魂
の
勇
を
発
揮
し
つ
つ
、
一
人
で
も
多
く
、
一
体
で
も
多
く
お
す
す
め
で
き
る
よ
う
、
共
々

に
人
型
の
ご
用
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
明
日
香
」（
月
の
輪
台
萩
釉
）
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う
ち
の
一
つ
に
で
も
故
障
が
起
き
れ
ば
、
大
変
な
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
不
思
議
な
働
き
機
能
を
、〈
誰
が
〉
そ
の
よ
う

に
し
た
の
か
を
考
え
た
時
、
本
日
の
主
題
で
あ
る
“
神

さ
ま
の
実
在
”
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な

り
ま
す
。

こ
れ
は
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
動
植
物
、
ま
た

細
菌
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
霊
妙
な
生
命
の
営
み
の

中
で
、
こ
の
よ
う
な
働
き
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
大
変
不
思
議
で
す
。

神
の
実
在

「
神
が
い
た
ら
自
分
の
目
の
前
に
見
せ
て
く
れ
」
と

い
う
方
が
い
ま
す
が
、
神
は
見
え
な
い
こ
と
が
尊
い

こ
と
で
あ
り
、
見
え
な
い
こ
と
が
有
難
い
こ
と
な
の

で
す
。

神
と
い
う
言
葉
は
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
前
、
日
本

で
最
も
古
い
歴
史
書
『
古
事
記
』
の
最
初
に
「
天
地

の
初
発
に
な
り
ま
せ
る
神
は
、
隠か
く
り
み身
な
り
」
と
し
て

出
て
き
ま
す
。
こ
こ
の
〈
隠か
く

身り
み

〉
の
最
初
と
最
後
の

文
字
を
つ
な
い
で
、〈
か
み
〉
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

そ
も
そ
も
私
た
ち
の
回
り
に
は
、
物
質
的
な
扱
い

の
出
来
る
も
の
と
、
非
物
質
的
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。

見
え
な
い
世
界
も
一
つ
の
世
界
な
の
で
す
。

た
だ
、
目
で
見
え
な
い
か
ら
無
い
と
は
言
い
切
れ

ま
せ
ん
。
肉
眼
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
顕

微
鏡
や
望
遠
鏡
を
覗
く
と
見
え
て
く
る
世
界
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
肉
体
の
耳
に
聞
こ
え
な
い
音
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
地
球
が
自
転
す
る
音
は
大
き
す
ぎ
て

聞
こ
え
な
い
で
す
し
、
聴
診
器
を
当
て
て
も
聞
こ
え

な
い
小
さ
な
音
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
物
質
の
世

界
で
す
。

築
地
本
願
寺
（
都
内
）
の
入
口
に
大
き
な
掲
示
板

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
詩
人
の
詠
ん
だ
詩

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
昼
に
お
星
は
目
に
見
え
ぬ
。

見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ
る
ん
だ
よ
。
見
え
な
い
も
の
で

も
あ
る
ん
だ
よ
」。
大
変
興
味
深
い
詩
で
す
。

神
さ
ま
は
目
に
見
え
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
え
な
く
て

も
、
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
感
じ
る
こ
と
は

で
き
る
の
で
す
。

神
さ
ま
は
、
こ
の
宇
宙
を
意
識
的
に
統
一
さ
れ
て

い
る
存
在
で
す
。
決
し
て
、
偶
然
に
出
来
上
が
っ
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
計
を
見
て
お
り
ま
す
と

自
然
に
動
い
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
人

間
が
つ
く
り
、
動
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
秒
針
、

長
針
、
短
針
、
文
字
盤
と
、
そ
れ
ぞ
れ
役
目
、
役
割

が
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
人
間
も
、
そ
の
人
に
応
じ
た
働
き
を

し
て
、
神
さ
ま
か
ら
与
え
ら
れ
た
使
命
を
果
た
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
日
常
生
活
の
中
に
、

神
さ
ま
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

例
え
ば
、
指
先
を
ち
ょ
っ
と
傷
つ
け
た
時
、
出
血

し
た
部
分
を
思
わ
ず
口
に
当
て
ま
す
。
し
ば
ら
く
す

る
と
血
が
止
ま
り
、
そ
の
う
ち
血
の
塊
で
かヽ
ヽ

ヽ

ヽ

さ
ぶ
た

が
で
き
ま
す
。
更
に
、
数
日
が
経
過
す
る
と
、
かヽ
さヽ

ぶヽ
たヽ
が
取
れ
て
元
の
皮
膚
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
自
分
が
計
画
を
立
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
ど
う
も

別
の
意
志
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
な
、
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
人
間
の
生
命
維
持
装
置
で
あ
る
心
臓
は
、

一
瞬
た
り
と
も
休
ま
な
い
で
動
い
て
い
ま
す
。
心
臓

は
、
全
身
に
新
鮮
な
酸
素
と
栄
養
分
を
含
ん
だ
血
液

を
送
り
届
け
、
末
端
の
汚
れ
た
血
を
戻
す
と
い
う
循

環
機
能
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
自
分
の
意
志
で
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と

な
っ
た
ら
、
大
変
な
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た

ち
は
自
分
の
意
志
以
外
の
支
配
、
統
制
に
よ
っ
て
、

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

不
思
議
な
人
体

こ
の
夏
は
、
東
京
も
梅
雨
明
け
と
共
に
厳
し
い
暑

さ
が
続
き
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
暑
い
日
が
続
き
ま
す

と
、
ビ
ー
ル
の
消
費
は
上
が
る
し
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
も
よ
く
売
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
も
水
分

を
し
っ
か
り
、
お
取
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

人
間
の
体
は
不
思
議
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
水
分

を
と
り
ま
す
と
、
必
要
な
養
分
は
体
内
に
取
り
込
ん

で
、
そ
れ
以
外
は
排
泄
さ
れ
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う

に
腎
臓
と
い
う
臓
器
は
、
血
液
の
中
の
水
分
を
取
り
、

そ
の
水
分
は
尿
管
を
通
し
て
膀
胱
に
運
ば
れ
ま
す
。

膀
胱
で
あ
る
程
度
溜
ま
り
ま
す
と
、
今
度
は
尿
道
を

通
っ
て
外
に
排
泄
さ
れ
ま
す
。

普
段
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
体
の
働
き
は
実
に
不
思
議
で
す
。
も
し
、
そ
の

神
の
概
念

一
般
に
神
さ
ま
と
言
い
ま
し
て
も
、
日
本
人
や
西

洋
人
ま
た
各
民
族
に
よ
っ
て
捉
え
方
が
違
い
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
は
、
宇
宙
根

源
の
神
を
信
仰
す
る
一
神
教
で
す
し
、
神
道
は
多
く

の
神
々
の
存
在
を
認
め
る
多
神
教
で
す
。
そ
し
て
仏

教
は
、
木
の
葉
や
石
こ
ろ
に
も
仏
性
が
宿
る
と
い
う

汎
神
教
で
す
。

で
は
大
本
の
神
さ
ま
の
概
念
は
と
申
し
ま
す
と
、

『
一
神
即
多
神
即
汎
神
』
で
す
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に

示
し
た
の
が
『
宇
宙
の
本
源
は
活
動
力
に
し
て
す
な

わ
ち
神
な
り
。
万
有
は
活
動
力
の
発
現
に
し
て
す
な

わ
ち
神
の
断
片
な
り
』
と
い
う
教
え
で
す
。
前
半
の

「
︰
︰
す
な
わ
ち
神
な
り
」
ま
で
は
、
一
神
教
的
要
素

を
含
ん
で
い
ま
す
。
後
半
の
「
万
有
は
︰
︰
」
以
下

の
部
分
は
、
多
神
教
で
あ
る
と
と
も
に
汎
神
教
的
要

素
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
地
創
造
の
折
、
天
之
御
中
主
神
、
高
皇
産
霊
神
、

神
皇
産
霊
神
の
造
化
三
神
が
出
て
こ
ら
れ
ま
す
。
主

神
で
あ
る
天
之
御
中
主
神
は
、
静
的
状
態
の
一
柱
で

す
が
、
い
よ
い
よ
動
的
状
態
で
あ
る
活
動
期
に
入
ら

れ
る
と
二
柱
の
御
神
名
に
変
わ
り
ま
す
。

大
相
撲
の
中
継
を
見
て
お
り
ま
す
と
、『
横
綱
白

鵬
、下
手
を
取
り
ま
し
た
。
上
手
は
ま
だ
取
れ
ま
せ
ん
』

と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
横
綱
を

天
之
御
中
主
神
と
す
る
と
、
上
手
（
左
手
）
と
か
下

手
（
右
手
）
に
あ
た
る
の
が
高
皇
産
霊
神
、
神
皇
産

霊
神
と
な
り
ま
す
。

天
之
御
中
主
神
さ
ま
は
、
静
的
状
態
の
白
鵬
で
あ

る
け
れ
ど
、横
綱
が
い
ざ
「
は
っ
け
よ
い　

の
こ
っ
た
」

と
相
撲
を
取
り
だ
し
た
ら
、
白
鵬
の
左
手
は
高
皇
産

霊
神
、
右
手
は
神
皇
産
霊
神
に
相
応
す
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
神
さ
ま
の
活
動
が
始
ま

る
時
に
は
、
一
つ
の
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

〈
霊
主
体
従
〉〈
進
左
退
右
〉
で
す
。
秩
序
を
維
持
す

講師  森
もり

良
よし

秀
ひで

（東京宣教センター次長・当時）
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神 と 人
—人は神の子、神の宮—
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る
た
め
に
、
こ
の
法
則
は
未
来
永
劫
変
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
祭
式
の
作
法
で
い
う
と
神
さ
ま
の
前
で

は
、
必
ず
神
さ
ま
に
向
か
っ
て
、
左
足
か
ら
先
に
出

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
人
間
の
〈
心
と
肉
体
〉
と
の
関
係
も
一

緒
で
す
。“
京
都
に
行
こ
う
”
と
心
が
思
え
ば
、
そ
の

後
実
際
に
、
京
都
に
行
く
と
い
う
肉
体
の
行
動
に
移

る
。“
悲
し
い
”
気
持
ち
が
起
こ
る
と
、
肉
体
に
涙
と

い
う
形
で
出
て
く
る
。
ビ
ッ
ク
リ
す
る
と
心
臓
の
鼓

動
が
高
鳴
る
。
何
事
も
霊
か
ら
始
ま
り
、
体
に
移
り

ま
す
。
逆
は
有
り
得
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
『
霊
主
体
従
』

と
言
い
ま
す
。

こ
の
法
則
に
よ
っ
て
、
宇
宙
は
修
理
固
成
、
生
成

化
育
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

三
大
学
則

神
は
霊
力
体
の
三
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、そ
の
解
説
を
し
た
も
の
が
『
大
本
三
大
学
則
』
で
、

神
さ
ま
の
実
在
の
証
し
を
立
て
る
教
え
と
言
え
ま
す
。

一
、	

天
地
の
真
象
を
観
察
し
て
、
真
神
の
体
を

思
考
す
べ
し

天
地
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
鳥
ち
ょ
う
か
ん
て
き

瞰
的
に
、
ま
た
虫

の
目
の
よ
う
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
見
て
い
く
と
、
真

の
神
さ
ま
の
お
体
の
不
思
議
さ
、
有
難
さ
が
分
か
っ

て
き
ま
す
。

神
さ
ま
の
お
身
体
は
、
極
大
の
世
界
を
言
う
と
、

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
太
陽
系
宇
宙
を
も
越
え
る
無

限
絶
対
の
世
界
で
す
。
日
本
が
誇
る
す
ば
る
望
遠
鏡

は
、
宇
宙
の
最
遠
の
天
体
が
百
二
十
八
億
光
年
の
彼

方
に
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
そ
う
で
す
。
見
当
の
取

れ
な
い
遠
い
距
離
で
す
が
、
宇
宙
の
果
て
は
ま
だ
そ

の
先
で
す
。

一
方
、
極
微
の
世
界
で
は
、
一
握
り
の
お
土
の
中

に
、
何
億
も
の
微
生
物
が
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
お

蔭
で
土
地
が
肥
え
、
食
べ
物
が
育
ち
人
間
を
は
じ
め

神
は
、
万
物
に
あ
ま
ね
く
偏
在
す
る
霊
を
与
え
ら

れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、
人
は

天
地
を
治
め
整
え
て
い
く
使
命
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、

世
の
中
が
栄
え
て
発
展
す
る
の
も
、
崩
壊
し
て
い
く

の
も
人
間
の
心
次
第
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
間
が
万
物
の
霊
長
と
言
わ
れ
る
所
以
は
、
人
以

外
の
被
造
物
を
支
配
す
る
権
能
を
神
さ
ま
か
ら
与
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

神
人
合
一
は
、
神
さ
ま
の
御
心
を
心
と
し
て
、
神

徳
を
豊
か
に
受
け
て
最
善
を
尽
く
す
こ
と
で
可
能
と

な
り
ま
す
。
お
寺
に
行
く
と
、
境
内
に
大
き
な
釣
鐘

が
あ
り
ま
す
ね
。
釣
鐘
の
鐘
と
、
鐘
を
突
く
撞し
ゅ

木も
く

の

関
係
が
、
神
と
人
の
関
係
に
似
て
い
ま
す
。
撞
木
で

鐘
を
突
く
と
ゴ
ー
ン
と
音
が
鳴
り
ま
す
。
こ
の
音
は

鐘
か
ら
出
た
音
で
も
撞
木
か
ら
出
た
音
で
も
な
く
、

二
つ
が
合
わ
さ
っ
た
こ
と
で
出
た
音
で
す
。
そ
し
て

こ
の
音
こ
そ
が
権
力
、
ま
た
神
徳
が
発
揮
さ
れ
た
状

態
で
す
。

神
ば
か
り
で
も
、
人
だ
け
で
も
こ
の
世
の
中
は
動

い
て
行
か
な
い
の
で
す
。
大
本
で
は
人
間
が
何
も
し

な
く
て
も
、
神
さ
ま
が
や
っ
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う

な
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
現
界
で
は
、
あ
く

ま
で
も
人
の
力
が
必
要
で
す
。

大
本
の
人
間
観

『
人
間
こ
そ
こ
の
地
上
に
お
け
る
生
き
た
神
さ
ま
で

あ
る
』。
こ
れ
は
大
本
の
人
間
観
の
特
徴
と
言
え
ま
す
。

人
間
と
は
、
人
と
畜
生
の
間
と
い
う
意
味
も
あ
り

ま
す
。
人
間
は
神
性
と
獣
性
の
二
つ
の
心
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
の
葛
藤
が
人
生
に
は
多

く
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
元
々
は
神
性
で
す
か
ら
、

こ
れ
を
開
発
し
伸
ば
し
て
、
獣
性
を
出
来
る
だ
け
抑

え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

私
た
ち
は
神
の
広
大
無
辺
な
存
在
を
し
っ
か
り
と

理
解
し
、
そ
の
上
で
人
と
し
て
の
使
命
を
果
た
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

更
に
実
験
で
は
“
こ
の
ゴ
ム
の
葉
を
燃
や
し
て
し
ま

お
う
”
と
本
気
で
思
い
、
強
い
想
念
を
葉
へ
向
け
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
燃
や
し
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
で
も
針
は
激
し
く
震
え
た
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
事
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
植
物
に
も
神

さ
ま
か
ら
与
え
ら
れ
た
心
性
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
れ

故
に
生
き
る
命
を
大
事
に
し
て
い
る
の
で
す
。

神
と
人
の
関
係

神
さ
ま
の
ご
神
格
は
『
愛
』
と
『
信
』
で
す
。『
愛
』

に
は
善
と
悪
が
あ
り
ま
す
。
愛
善
は
、
神
さ
ま
か
ら

出
て
い
る
愛
で
、
見
返
り
の
な
い
愛
の
こ
と
で
す
。

反
対
に
愛
悪
と
い
う
の
は
、
自
然
界
に
お
け
る
愛
で
、

見
返
り
を
求
め
る
利
己
的
な
愛
で
す
。

も
う
一
つ
の
『
信
』
に
は
真
と
偽
が
あ
り
ま
す
。

信
真
と
は
、
神
の
存
在
を
信
じ
、
神
の
子
た
る
本
分

を
尽
く
し
て
、
死
後
の
生
涯
を
信
じ
る
こ
と
で
す
。

逆
に
、
内
心
に
悪
を
包
蔵
し
な
が
ら
、
表
面
的
に
は

神
さ
ま
を
信
じ
、
礼
拝
を
し
て
い
る
の
が
虚
偽
で
す
。

神
格
は
、
神
の
子
で
あ
る
人
の
内
面
に
流
れ
て
き

て
、
人
格
を
構
成
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
は
時
々
、「
あ
の
人
は
人
格
者
だ
」
と
い
う
言
い
方

を
し
ま
す
。

愛
善
と
は
熱
で
あ
り
、
暖
か
い
の
で
す
。
あ
の
人

は
「
心
が
暖
か
い
人
だ
な
あ
」。
逆
に
「
な
ん
て
心
の

冷
た
い
人
だ
」
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
心
が
冷
た
い

の
は
利
己
的
愛
で
す
。

ま
た
「
あ
の
人
は
もヽ
のヽ
に
明
る
い
人
だ
」「
もヽ
のヽ
に

暗
い
人
だ
」
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
信
真
は
神
的
光

を
指
し
ま
す
。
光
は
明
る
く
輝
い
て
い
ま
す
。
そ
の

人
の
人
格
は
、
ま
さ
に
神
格
に
満
た
さ
れ
て
い
る
と

言
え
ま
す
。

大
本
で
は
神
と
人
の
関
係
を
『
大
本
教
旨
』
と
し

て
示
し
て
い
ま
す
。『
神
は
万
物
普
遍
の
霊
に
し
て
人

は
天
地
経
綸
の
主
体
な
り
、
神
人
合
一
し
て
茲
に
無

限
の
権
力
を
発
揮
す
』

動
植
物
が
生
き
て
い
け
る
の
で
す
。
今
ま
で
は
自
然

と
共
生
し
ま
し
ょ
う
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
宇
宙
と
も
共
生
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
意
識

を
も
っ
て
生
活
す
る
こ
と
で
、
神
さ
ま
の
存
在
を
理

解
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

二
、	

万
有
の
運
化
の
毫
差
な
き
を
視
て
、
真
神

の
力
を
思
考
す
べ
し

す
べ
て
の
も
の
は
、
大
は
天
体
の
動
き
か
ら
、
小

は
原
子
の
動
き
に
至
る
ま
で
、
極
め
て
正
確
に
一
定

の
法
則
と
軌
道
を
持
っ
て
巡
っ
て
い
ま
す
。

春
夏
秋
冬
の
四
季
や
、
朝
昼
晩
の
一
日
の
め
ぐ
り

移
り
は
、
私
た
ち
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
い

ま
す
が
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
ま
た
、
地
球

上
の
水
の
循
環
も
そ
う
で
す
。
家
の
屋
根
や
道
路
に

降
っ
た
雨
水
や
海
水
は
、
蒸
発
し
て
雲
に
な
り
、
雨

や
雪
と
な
っ
て
地
上
に
落
ち
て
く
る
の
を
繰
り
返
し

ま
す
。
こ
の
運
化
の
働
き
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
、

地
球
上
は
水
び
た
し
に
な
る
か
、
乾
燥
地
帯
で
何
も

育
た
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
か
の
ど
ち
ら
か
で

す
。こ

の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
と
、
狂
わ
な
い
巡
り
移
り

こ
そ
、
神
さ
ま
の
お
力
の
顕
現
で
あ
り
、
そ
の
も
と

に
私
た
ち
は
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
、	

活
物
の
心
性
を
覚
悟
し
て
、
真
神
の
霊
魂

を
思
考
す
べ
し

活
物
と
は
、
動
物
と
植
物
、
そ
し
て
鉱
物
も
含
め

て
指
し
ま
す
。

嘘
発
見
器
を
使
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
学
者
が
、

大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
実
験
結
果
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
ゴ
ム
の
葉
に
嘘
発
見
器
の
電
極
の
端
子
を
付

け
て
、
タ
バ
コ
の
火
を
ゴ
ム
の
葉
に
つ
け
ま
し
た
。

す
る
と
電
極
の
針
が
強
く
振
れ
ま
し
た
。
次
に
ゴ
ム

の
木
の
前
に
、
煮
え
た
ぎ
っ
た
お
湯
の
入
っ
た
フ
ラ

ス
コ
を
置
い
て
、
金
魚
を
そ
の
中
に
入
れ
ま
し
た
。

当
然
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
異
種
の
活
物
で
あ
る
の

に
ゴ
ム
の
葉
に
つ
け
た
針
は
大
き
く
揺
れ
ま
し
た
。
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●
離
任
あ
い
さ
つ	

加か

藤と
う
み
ち
あ
き

道
明
（
祭
務
課
主
任
）

梅
松
苑
・
祭
祀
課
へ
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
平

成
二
十
年
に
東
京
本
部
に
着
任
し
て
以
来
、
皆

さ
ま
か
ら
温
か
い
ご
指

導
を
い
た
だ
き
ま
し
た

こ
と
、
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●
離
任
あ
い
さ
つ	

成な
る

尾お

義た
だ
し（

愛
善
宣
教
課
主
幹
）

こ
の
た
び
祭
務
部
祭
祀
課
（
長
生
殿
受
付
）

へ
異
動
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
東
京
本
部

在
任
中
の
五
年
間
、

皆
々
さ
ま
よ
り
た
く
さ

ん
の
ご
高
誼
を
賜
り
ま

し
た
こ
と
、
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

と
題
し
て
講
演
を
行
っ
た
。
参
加
者
は
十
八
人（
内
、

一
般
四
人
）。

講
座
で
は
、
昨
今
の
自
然
災
害
や
政
治
・
経
済
、

個
人
の
生
活
環
境
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
実
例
を
あ

げ
な
が
ら
、
本
来
目
指
す
べ
き
調
和
が
四
大
主
義

に
示
さ
れ
て
い
る
と
説
き
、
そ
の
中
心
が
宇
宙
の

本
源
、
活
動
力
で
あ
り
神
で
あ
る
と
解
説
。「
出
口

な
お
開
祖
の
お
筆
先
（『
大
本
神
諭
』）
に
繰
り
返

し
示
さ
れ
る
身
魂
磨
き
と
立
替
え
立
直
し
が
、
四

大
主
義
の
清
潔
・
楽
天
・
進
展
・
統
一
の
実
践
に

通
じ
、
天
命
を
自
覚
し
、
互
い
に
好
意
を
も
っ
て

共
存
す
る
精
神
を
育
む
こ
と
が
、
平
和
な
世
の
中

の
到
来
を
招
く
で
あ
ろ
う
」
と
結
ん
だ
。

活
動
）」
を
テ
ー
マ
に
、
浅
田
セ
ン
タ
ー
長
が
月
次

祭
講
話
を
行
っ
た
。

次
い
で
奉
納
行
事
が
行
わ
れ
、
関
東
教
区
青
松

会
の
代
表
が
『
霊
界
物
語
』
の
役
割
拝
読
を
奉
納

し
た
。

出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013

第
百
二
十
八
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
、
十
月

十
六
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
開
催
さ
れ
、
猪
子
恒

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
「
普
遍
の
真
理
『
四

大
主
義
』
〜
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
〜
」

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
十
月
十
三
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
、
三
百
五
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
直
心
会
員
、
少
年
祭

員
は
山
梨
主
会
の
小
池
翔
音
さ
ん
、
礼
音
さ
ん
兄

妹
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読

は
佐
藤
暉
枝
直
心
会
栃
木
連
合
会
長
、
添
釜
は
宇

野
社
中
の
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
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
に
た
ち
、
去
る

十
月
六
日
、
千
葉
県
九
十
九
里
浜
で
千
葉
主
会
主

催
に
よ
る
「
東
日
本
大
震
災
犠
牲
者
合
同
慰
霊
祭
」

が
執
行
さ
れ
た
こ
と
や
、
十
月
十
二
日
か
ら
十
五

日
の
三
日
間
、
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
船
堀
（
東
京
都
江

戸
川
区
）
を
会
場
に
「
第
百
回
日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
東
京
本
部
に
も
国
内
外

の
エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
が
来
苑
す
る
こ
と
な
ど
を

紹
介
。
東
京
本
部
で
開
催
し
て
い
る
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
講
習
会
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。

続
い
て
人
事
異
動
報
告
（
下
記
参
照
）
が
あ
り
、

そ
の
後
「『
幸
せ
』
を
分
か
ち
あ
う
た
め
に
（
福
祉

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

11
月

	

３
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	
	

開
教
百
二
十
一
年
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
00
分
受
付

	
	

東
光
苑
「
葬
祭
研
修
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
の
日

12
月

	

８
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

16
日
（
月
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

		

開
祖
聖
誕
祭
（
177
年
）

	

18
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

泥
田
に
咲
く
蓮
の
花
に
学
ぶ

〜
苦
し
み
が
救
い
を
生
む
〜

	
	

講
師

春
風
ふ
く
た
（
漫
才
師
）

22
日
（
日
）

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
の
日

25
日
（
水
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
22
年
）

青松会有志による「霊界物語」
役割拝読の奉納が行われた

●
着
任
あ
い
さ
つ	

高た
か

野の

春は
る

樹き

（
祭
務
課
主
幹
）

初
め
ま
し
て
。
綾
部
祭
祀
課
か
ら
異
動
し
着

任
し
ま
し
た
高
野
春
樹
と
申
し
ま
す
。
出
身
は

富
山
市
で
す
。
首
都
圏

で
の
ご
神
業
を
担
う
と

い
う
光
栄
に
感
謝
し
つ

つ
日
々
を
励
み
た
く
存

じ
ま
す
。

●
着
任
あ
い
さ
つ	

鈴す
ず

木き

林り
ん

太た

郎ろ
う（

愛
善
宣
教
課
主
事
）

教
主
さ
ま
の
ご
教
導
を
仰
ぎ
、
皆
さ
ま
に
清
々

し
く
東
京
本
部
へ
ご
参
拝
い
た
だ
け
ま
す
よ
う

真
心
を
込
め
て
ご
奉
仕

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ご
指
導
、
ご
鞭
撻

の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

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


