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1　　　阿づまの光

う
ら
ら
日び

に
匂に

ほ

ふ
神み

苑そ
の

の
白し

ら

梅う
め

の

	
	

香か
を

り
ゆ
か
し
き
心

こ
こ
ろ

も
た
ば
や

　
絶
景
（
ベ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
）	

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長	

猪い
の

子こ

　
恒

ひ
さ
し

十
四
年
ぶ
り
に
転
勤
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
東
京
本
部
は
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
の
名
に
相
応
し
い
、
新

築
の
八
階
建
て
で
す
。
少
し
慣
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
の
絶
景
を
探
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
前
任
部
署
の
梅
松
塾
で
は
、
年
二
回
、
鳥
取
と
出
雲
の
境
に
あ
る
伯
耆
分
苑
の
大
山
農
場

で
作
業
が
あ
り
、
今
年
、
雨
天
の
た
め
訪
れ
た
足
立
美
術
館
（
安
来
市
）
で
、
写
真
の
フ
レ
ー
ム
に
見
立
て

た
窓
枠
か
ら
、
絵
画
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
る
風
景
を
見
て
い
た
か
ら
で
す
。

東
京
本
部
二
階
の
居
室
は
、
ワ
ン
ル
ー
ム
な
が
ら
も
広
く
快
適
で
「
こ
こ
か
ら
の
眺
め
も
悪
く
な
い
ぞ
。
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
も
少
し
見
え
る
し
」、「
い
や
い
や
、
ま
だ
ま
だ
、
絶
景
が
あ
る
に
違
い
な
い
」
と
、
そ
の
景
色

を
求
め
て
歩
き
回
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
目
に
止
ま
っ
た
の
は
二
階
の
講
座
室
前
の
窓
で
す
。
ソ
フ
ァ
ー
の
奥
に
あ
る
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
に

近
寄
っ
て
視
線
を
斜
め
右
に
移
し
、
水
平
に
か
が
む
と
、
ビ
ル
と
ビ
ル
の
わ
ず
か
な
隙
間
に
樹
木
が
見
え
ま
す
。

サ
ク
ラ
と
ナ
ナ
カ
マ
ド
で
し
ょ
う
か
、
少
し
色
づ
き
は
じ
め
て
い
ま
す
。
そ
の
奥
に
木
々
が
作
り
出
す
稜
線

を
見
て
「
上
野
の
お
山
の
紅
葉
だ
」
と
声
に
な
ら
な
い
声
が
で
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
あ
ち
こ
ち
を
見
回
っ
て
、

八
階
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
出
た
と
き
で
し
た
。
右
側
の
窓
に
、
朝
日
に
照
ら
さ
れ
た
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
が
目
に

飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。
下
に
連
な
る
樹
木
は
、
や
は
り
紅
葉
し
は
じ
め
た
上
野
の
森
で
、
手
前
に
は
不
忍
池

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
一
番
近
い
所
に
は
東
京
本
部
の
大
屋
根
が
堂
々
と
広
が
り
、
ま
る
で
き
れ
い
に
切
り

取
ら
れ
た
一
幅
の
絵
の
よ
う
で
す
。「
こ
こ
が
東
京
本
部
の
絶
景
・
ベ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
か
な
あ
」
と
。

納
得
し
な
が
ら
三
階
ま
で
降
り
、
朝
拝
前
の
静
か
な
ご
神
前
に
座
る
と
正
面
に
、「
い
や
、
こ
こ
だ
。
こ
こ

が
東
京
本
部
の
絶
景
だ
」
と
思
わ
ず
言
葉
が
で
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、
前
任
の
森
良
秀
さ
ん
が
「
東
京
本

部
の
ご
神
前
は
、
あ
る
高
僧
が
簡
素
で
美
し
い
と
絶
賛
さ
れ
、
三
代
教
主
さ
ま
が
た
い
そ
う
お
喜
び
に
な
っ

た
朝
陽
舘
の
ご
神
前
を
模
し
て
い
ま
す
」
と
離
任
あ
い
さ
つ
で
話
し
て
い
た
‥
‥
。
朝
陽
館
そ
っ
く
り
の
神

床
が
私
の
ベ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
で
し
た
。

み
な
さ
ん
も
、
東
京
本
部
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
と
き
、
四
季
折
々
の
絶
景
を
、
お
探
し
に
な
っ
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
ご
自
分
の
絶
景
が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
瑞
山
（
み
ず
や
ま
）」（
金
字
松
釉
）
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霊
の
存
在

人
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
、

人
生
の
大
き
な
課
題
で
す
。
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る

こ
と
で
、
生
き
方
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。

死
後
の
世
界
（
あ
の
世
）
を
、
大
本
で
は
霊
界
と

い
い
ま
す
。
現
実
の
世
界
に
対
し
て
、
霊
界
は
目
に

は
見
え
な
い
世
界
で
す
。
肉
体
は
目
に
見
え
る
の
で
、

例
え
ば
「
あ
の
人
は
細
型
で
顔
が
整
っ
て
い
る
」
と

容
姿
を
判
断
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
心
は
目
に
見
え

な
い
の
で
、
人
前
に
形
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
心
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
霊
界
も
同
じ
で
、
目

に
は
見
え
な
く
て
も
存
在
す
る
の
で
す
。

〝
霊
〟
は
人
の
心
の
元
、生
命
の
元
と
も
い
え
ま
す
。

偽
を
繰
り
返
す
な
ど
、
誰
の
目
か
ら
見
て
も
悪
い
こ

と
ば
か
り
を
し
て
き
た
人
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
地
獄
界

へ
行
き
ま
す
。
極
善
、
極
悪
と
す
ぐ
に
判
断
さ
れ
な

い
人
は
死
後
、
ほ
と
ん
ど
は
五
十
日
間
（
仏
教
で
は

四
十
九
日
間
）
中
有
界
で
過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
面
は
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
口

述
し
た
根
本
教
典
『
霊
界
物
語
』
に
詳
し
く
明
確
に

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
界
と
地
獄
界

神
界
に
は
天
国
と
霊
国
が
あ
り
、
最
も
美
し
く
、

清
く
明
る
い
境
域
で
、
正
し
い
神
々
や
正
し
い
人
々

の
霊
魂
の
安
住
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
そ
れ
ぞ

れ
三
つ
に
段
階
が
分
か
れ
て
お
り
、
神
に
一
番
近
い

第
一
天
国
・
霊
国
、
次
に
第
二
天
国
・
霊
国
、
次
い

で
第
三
天
国
・
霊
国
が
あ
り
ま
す
。

天
国
に
は
主
の
神
が
太
陽
と
顕
現
さ
れ
、
愛
善
の

源
泉
と
な
り
、
天
人
が
住
ま
い
し
て
い
ま
す
。
そ
の

生
活
は
大
神
の
神
徳
を
賛
美
し
、
天
職
と
し
て
農
工

商
な
ど
の
仕
事
も
担
い
な
が
ら
、
報
恩
感
謝
の
祭
祀

に
務
め
て
い
ま
す
。
霊
国
で
は
主
の
神
は
月
と
顕
現

さ
れ
、
信
真
の
源
泉
と
な
り
、
神
教
を
伝
達
す
る
天

使
が
い
ま
す
。
天
人
・
天
使
は
不
老
不
死
で
、
男
性

は
約
三
十
歳
、
女
性
は
二
十
歳
く
ら
い
の
容
貌
を
し

て
い
ま
す
。

地
獄
界
に
は
、
虚
偽
に
満
ち
た
根
の
国
と
、
悪
欲

に
満
ち
た
底
の
国
の
二
つ
の
境
域
が
あ
り
、
こ
れ
も

そ
れ
ぞ
れ
三
段
階
の
区
画
が
あ
り
ま
す
。

地
獄
の
意
思
想
念
は
、
争
い
、
憎
し
み
、
妬ね
た

み
、

疑
い
、
仕
返
し
、
不
平
不
満
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
は

神
の
み

●

心

●

に
背
い
た
、
わ
れ
よ
し
、
強
い
も
の
勝
ち

の
心
か
ら
発
し
、
そ
れ
が
凝
り
固
ま
っ
て
、
出
来
上

が
っ
た
世
界
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
地
獄
的
な
心
に
墜だ

落ら
く

し
て

そ
の
た
め
に
、
素
晴
ら
し
い
〝
一
霊
四
魂
〟
を
人
間

に
与
え
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
が
良
い
方
に
心
を
向
け
て
い
れ
ば
、〝
一
霊

四
魂
〟
は
ど
ん
ど
ん
は
た
ら
い
て
良
く
な
っ
て
い
き

ま
す
が
、
悪
い
方
に
向
か
っ
て
い
る
と
、
そ
の
は
た

ら
き
は
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
悪
い
方
に
向
か

わ
せ
る
邪
霊
は
、
隙す
き

を
つ
い
て
人
間
の
欲
望
の
中
に

ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
だ
け
ズ
ル
賢
い
の

で
、
負
け
な
い
よ
う
に
正
守
護
神
（
良
心
）
が
勝
た

な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
精
霊
を
い
か
に
磨
い
て
、
良
い
方
に

自
分
を
向
け
て
行
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
人
生
の

大
き
な
目
的
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

人
間
の
死

現
界
に
生
き
る
私
た
ち
に
は
寿
命
が
あ
り
、
誰
も

が
死
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
に

宇
宙
か
ら
自
分
が
全
く
消
え
て
し
ま
う
の
か
、
も
し

く
は
自
分
の
心
は
残
る
の
か
、
ど
ち
ら
を
覚
悟
す
る

か
に
よ
っ
て
、
大
き
く
人
生
観
が
変
わ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
の
死
は
、

肉
体
の
死
で
あ
り
、
精
霊
の
死
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

肉
体
は
い
ず
れ
無
く
な
り
ま
す
が
、
精
霊
は
永
遠
に

生
き
通
し
な
の
で
す
。
人
間
の
肉
体
に
は
、
生
ま
れ

変
わ
り
、
死
に
変
わ
り
し
な
が
ら
進
化
し
て
、
子
孫

を
残
す
と
い
う
役
割
が
あ
り
ま
す
。
死
を
通
し
て
、

人
間
は
無
限
に
向
上
し
て
い
く
の
で
す
。

五
十
六
億
七
千
万
年
も
の
間
、
神
は
宇
宙
を
動
か

し
な
が
ら
、
ご
活
動
さ
れ
進
展
を
続
け
て
い
ま
す
。

神
が
永
遠
の
存
在
で
あ
れ
ば
、
そ
の
活
動
力
の
断
片

で
あ
り
、
神
の
分
霊
を
い
た
だ
い
て
い
る
私
た
ち
人

間
も
、
永
遠
の
生
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
え
ま

す
。大

本
で
は
人
間
の
死
に
つ
い
て
、『
精
霊
と
呼
吸
お

い
る
霊
魂
に
対
し
て
も
、
天
国
へ
教
え
導
こ
う
と
さ

れ
る
神
の
救
い
の
は
た
ら
き
は
、
絶
え
ず
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
神
は
全
て
の
霊
魂
を
天
国
へ
救
お
う
と
さ

れ
、
最
終
的
に
は
、
地
獄
を
無
く
し
て
い
く
お
気
持

ち
で
、
救
世
の
神
業
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
と
さ
ら
に
神
は
地
獄
を
造
ら
ね
ど
己お
の

が
造
り
て		

	

お
の
が
行
く
な
り	

︵
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王
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三
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聖
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霊
界
と
現
界
の
関
係

私
た
ち
の
肉
体
は
現
界
に
生
き
て
い
ま
す
が
、
心

の
中
の
想
念
は
霊
界
に
属
し
て
い
ま
す
。
想
念
は
極

微
の
世
界
か
ら
、
宇
宙
の
果
て
ま
で
届
き
、
隔へ
だ

て
な

く
無
限
で
あ
り
、
時
間
空
間
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
今
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を

見
に
行
こ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
電
車
に

乗
っ
て
、
歩
い
て
現
地
に
向
か
う
と
い
う
時
間
と
空

間
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
霊

の
世
界
で
は
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
想
い
、
瞬
時

に
そ
こ
へ
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
夢
枕
に
立
つ
と
か
、
虫
の
知
ら
せ
な
ど
の
、

第
六
感
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
ひ
ら
め
き
は
霊

界
か
ら
暗
示
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
霊
界
と
は
、
現
界
と
か
け
離
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
な
っ
た
と
こ

ろ
、
背
中
合
わ
せ
の
状
態
に
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

霊
界
の
出
来
事
や
意
味
が
、
形
に
な
っ
て
現
れ
る
の

が
現
界
な
の
で
す
。
従
っ
て
、現
界
の
事
象
に
は
万
事
、

必
ず
霊
界
に
そ
の
元
や
意
味
が
あ
り
ま
す
。
現
界
は

霊
界
の
移
写
で
あ
り
、
写
し
世
、
縮
図
と
い
わ
れ
る

理
由
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
現
界
は
霊
界
か
ら
全
て
の
も
の
を
守
護
さ

れ
、
育
て
ら
れ
る
養
成
所
と
も
い
え
ま
す
。
天
国
に

そ
の
形
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、そ
の
中
に
〝
霊
〟

が
入
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

〝
霊
〟
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
鉱
物
や
空
気

に
も
〝
霊
〟
は
存
在
し
、
そ
の
場
合
、
非
常
に
希
薄

な
状
態
で
す
。
植
物
、昆
虫
、動
物
に
も
〝
霊
〟
は
宿
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
〝
霊
〟
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、

私
た
ち
の
身
の
周
り
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

意
識
を
持
っ
た
〝
霊
〟
は
私
た
ち
の
心
に
あ
り
、

肉
体
と
同
じ
よ
う
な
形
を
し
て
い
て
、
こ
れ
を
〝
精せ
い

霊れ
い

〟
と
い
い
ま
す
。
普
遍
霊
や
動
植
物
に
比
べ
て
、

は
る
か
に
精
巧
、
精
妙
だ
か
ら
で
す
。
寝
て
い
る
時

に
見
る
夢
も
、
こ
の
霊
の
は
た
ら
き
で
す
。
肉
体
が

休
ん
で
い
る
と
き
、
心
・
霊
が
霊
界
に
行
っ
て
、
そ

れ
を
見
て
い
る
状
態
を
い
い
ま
す
。

科
学
的
な
研
究
と
し
て
、
最
近
有
名
に
な
っ
て
い

る
書
籍
が
あ
り
ま
す
。
東
京
大
学
病
院
で
救
命
救
急

医
を
さ
れ
て
い
る
、
矢
作
直
樹
教
授
の
『
人
は
死
な

な
い
』
と
い
う
本
で
す
。
こ
の
中
に
、
あ
る
臨
死
体

験
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
十
歳
代
の
男
性
が
、
妹
を
車
に
乗
せ
て
家
に
向

か
っ
て
い
る
途
中
、
雨
が
降
っ
て
い
た
た
め
に
タ
イ

ヤ
が
ス
リ
ッ
プ
し
、
電
柱
に
激
突
し
ま
し
た
。
男
性

が
ハ
ッ
と
目
を
覚
ま
す
と
、
妹
と
並
ん
で
上
か
ら
車

を
眺
め
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
妹
が
「
お
兄
ち
ゃ
ん

は
戻
り
な
よ
」
と
、
そ
の
男
性
に
言
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
瞬
間
、
男
性
は
車
の
運
転
席
に
横
た
わ
っ
た
状

態
で
意
識
が
戻
り
ま
す
。
実
際
の
車
は
電
柱
に
巻
き

つ
い
た
状
態
で
大
破
し
て
い
ま
し
た
。
妹
は
頭
を
電

柱
に
直
撃
し
即
死
で
し
た
。

こ
う
い
っ
た
臨
死
体
験
談
は
、
世
界
中
に
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
人
間
は
霊
肉
脱
離
と
い
っ
て
、
肉
体

か
ら
人
の
霊
（
精
霊
）
が
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
死

に
至
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
〝
魂た
ま

の
緒お

〟
と
い

う
緒
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
つ
な
が
っ
て

い
る
限
り
は
、
こ
の
世
（
現
界
）
に
戻
っ
て
く
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
、
退
行
催
眠
と
い
っ
て
、
人
の
心
の
奥
に
行

き
、
過
去
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
記
憶
を
引
き
出
す

催
眠
術
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
退
行
催
眠
に
よ
り
、
前

世
の
こ
と
や
生
ま
れ
て
く
る
前
の
こ
と
が
分
か
る
の

も
、
実
は
人
の
精
霊
に
は
、
す
べ
て
の
経
験
、
記
憶

を
蓄
積
し
て
い
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
か
ら
だ
と
説

明
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
し
て
、
霊
界
の
存
在
が
科

学
的
に
も
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

霊
界
の
構
造

大
本
で
は
、
私
た
ち
の
住
む
こ
の
現
界
と
、
霊
界

の
二
つ
を
合
わ
せ
て
、
一
大
霊
妙
世
界
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
霊
界
の
中
に
は
、「
神
界
（
天
界
）」
と

「
地
獄
界
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
「
中
ち
ゅ
う

有う

界か
い

」
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
、
大
本

の
霊
界
観
で
す
。

人
は
死
ぬ
と
、
ま
ず
中
有
界
に
行
き
ま
す
。「
三

途
の
川
を
渡
る
と
、
も
う
戻
っ
て
来
ら
れ
な
い
」
と

い
う
の
を
聞
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
三
途
の
川
の
先
が
中
有
界
で
す
。
大
本
で
は
三

途
の
川
を
渡
る
時
に
、
着
て
い
る
着
物
の
色
が
変
わ

る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
色
は
、
そ
の
人
の

現
界
で
の
生
活
状
態
を
表
し
て
い
て
、
現
界
で
行
っ

て
き
た
全
て
の
記
録
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
現
界
で

生
存
し
て
い
た
時
の
行
為
や
心
の
正
邪
に
よ
っ
て
、

霊
界
の
中
の
天
界
に
行
く
か
、
地
獄
に
行
く
か
と
い

う
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
時
、
極
善
の
人
、
魂
が
き
れ
い
で
神
さ
ま

第
一
に
、
あ
る
い
は
世
の
た
め
人
の
た
め
に
と
善
行

を
積
ん
だ
人
は
、
す
ぐ
に
天
国
へ
上
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
逆
に
極
悪
の
人
、
自
己
中
心
的
で
、
ま
た
虚

住
む
天
人
は
、
か
つ
て
現
界
で
修
業
を
積
ん
で
霊
魂

を
磨
い
た
人
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら
、
現
界

は
霊
界
の
苗な
わ

代し
ろ

で
あ
り
、
霊
界
を
育
て
る
存
在
と
も

い
え
ま
す
。

正
守
護
神
と
副
守
護
神

人
に
は
、
主
神
か
ら
流
れ
て
く
る
本
守
護
神
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
常
に
霊
界
に
あ
っ
て
、
そ
の
人

の
肉
体
全
体
を
守
っ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
正
守
護

神
と
副
守
護
神
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
は
良

心
と
悪
玉
で
す
。
こ
の
二
つ
は
常
に
反
発
し
て
い
て
、

あ
る
意
味
で
切
磋
琢
磨
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
霊
の
は
た
ら
き
か
ら
い
え
ば
、
人
は
〝
一

霊
四
魂
〟
と
い
う
も
の
を
神
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
一
霊
と
は
直
霊
で
あ
り
、
荒
あ
ら
み
た
ま
魂
、
和

に
ぎ
み
た
ま
魂
、

幸さ
ち
み
た
ま
魂
、
奇

く
し
み
た
ま
魂
の
四
つ
を
四
魂
と
い
い
ま
す
。

本
来
、
本
守
護
神
と
正
守
護
神
は
ど
ち
ら
も
正
し

い
神
の
も
と
に
あ
り
ま
す
が
、
副
守
護
神
が
ま
さ
っ

て
地
獄
界
か
ら
の
悪
い
霊
が
入
っ
て
来
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
整
理
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
が

省
み
る
＝
〝
直
霊
〟
で
、〝
な
お
ひ
の
み
た
ま
〟
と
も

い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
心
・
霊
は
と
て
も
複
雑
で

す
が
、
私
た
ち
に
は
自
由
意
思
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、

善
と
悪
ど
ち
ら
に
で
も
行
く
こ
と
が
可
能
で
す
。
動

植
物
は
、
天て
ん

賦ぷ

的
な
本
能
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
の

で
、
悪
い
方
へ
は
行
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
に
は

善
悪
ど
ち
ら
で
も
選
べ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
良
い

と
こ
ろ
で
あ
り
、
悪
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
わ
け
で
、

そ
の
中
で
、
自
分
で
判
断
し
、
一
つ
の
答
え
を
出
し

て
い
き
ま
す
。

悪
い
方
に
行
か
せ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
副
守
護
神

を
追
い
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
副
守

護
神
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
神
さ
ま
は

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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「あの世」を知って生きる
—人は死なない—

よ
び
心
臓
の
鼓
動
と
の
間
に
は
内
的
交
通
が
あ
る
』、

さ
ら
に　

『
肺
臓
と
心
臓
の
活
動
が
全
く
止
む
時
こ
そ

霊
と
肉
と
が
た
ち
ま
ち
分
離
す
る
時
で
あ
る
』
と
明

確
に
定
義
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
肺
と
心
臓

が
完
全
に
止
ま
っ
て
、
精
霊
は
肉
体
か
ら
離
れ
る
の

で
す
。

先
に
述
べ
た
臨
死
体
験
者
は
、
霊
的
に
魂
は
肉
体

と
〝
魂
の
緒
〟
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
い
ま
し
た
が
、

人
が
死
ぬ
時
〝
魂
の
緒
〟
が
完
全
に
切
れ
る
の
で
す
。

亡
く
な
る
こ
と
を
「
コ
ト
切
れ
る
」
と
表
現
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
く
ら
い
そ
の
音
は
、
は
っ

き
り
聞
こ
え
る
そ
う
で
す
。

人
間
の
一
生
を
見
て
み
る
と
、
最
初
は
天
界
か
ら

生
ま
れ
、現
界
で
人
間
と
し
て
誕
生
し
ま
す
。
そ
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
人
生
を
歩
み
、
最
後
に
肉
体
は
死
ん
で
、

霊
魂
は
霊
界
に
復
活
し
、
初
め
て
天
人
と
し
て
生
活

を
す
る
わ
け
で
す
。

今
を
大
切
に
生
き
る

出
口
聖
師
は
『
生
前
に
死
後
の
備
え
の
な
き
人
は

死
期
せ
ま
る
と
き
無
限
の
悔
い
あ
り
』
と
示
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
一
生
懸
命
に
生
き
て
き
て
、
突
然

病
気
に
か
か
り
、
医
師
か
ら
「
余
命
が
あ
と
一
カ
月

で
す
」
と
宣
告
さ
れ
た
ら
、
大
抵
の
人
は
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
時
に
、
霊
界
を
全
く
知
ら
な
い
人
と
、
霊
界

の
存
在
を
信
じ
、
残
さ
れ
た
命
を
大
切
に
し
よ
う
と

思
え
る
人
と
で
は
、
死
期
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
の

気
持
ち
の
整
理
の
仕
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

死
に
対
し
て
の
恐
怖
心
を
抱
く
よ
り
も
、
人
間
の

永
遠
の
生
命
を
信
じ
、
今
を
精
一
杯
生
き
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
せ
で
あ
り
、
霊
魂
の
向
上
に
つ
な
が
り

ま
す
。
こ
れ
が
本
当
の
意
味
で
の
死
後
に
備
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
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認
定
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
、十
五
人
が
参
加
し
た
。

「
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
『
中
級
編
』」
を
テ
キ
ス

ト
に
、第
一
章
「
宗
教
に
つ
い
て
」
か
ら
第
八
章
「
大

本
の
使
命
」
ま
で
を
全
員
で
音
読
学
習
し
た
ほ
か
、

各
章
ご
と
の
練
習
問
題
に
取
り
組
み
、
ま
た
信
徒

役
・
未
信
徒
役
に
分
か
れ
て
の
対
話
実
習
を
実
施
。

最
後
に
筆
記
問
題
と
対
話
実
習
形
式
の
〝
理
解

度
チ
ェ
ッ
ク
〟
に
挑
ん

だ
。参

加
者
か
ら
は
「
今

ま
で
断
片
的
に
頭
に

入
っ
て
い
た
こ
と
を
、

深
く
理
解
で
き
ま
し
た

（
七
十
歳
代
・
女
性
）」

な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
た
。

出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013

第
百
二
十
九
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
一

月
二
十
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
、
浅
田

秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
「
人
は
何
の
た
め

に
生
き
る
の
か
〜
万
物
に
使
命
が
あ
る
〜
」
と
題

し
て
講
演
を
行
っ
た
。
参
加
者
は
十
四
人
（
内
、

一
般
五
人
）。

講
座
で
は
、
四
大
主
義
（
清
潔
・
楽
天
・
進
展
・

統
一
）
や
、
身
魂
磨
き
の
方
法
や
な
ど
に
つ
い
て

具
体
的
に
解
説
。「
自
分
の
た
め
で
な
く
、
世
の
た

め
人
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
が
肝
要
で
、
心
身
を

全
て
神
に
ま
か
せ
て
、
現
在
の
ベ
ス
ト
を
尽
く
す

こ
と
が
人
の
天
命
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。

発
生
し
た
南
海
地
震
の

際
、
聖
師
さ
ま
が
ご
祈

願
を
さ
れ
て
い
た
様
子

を
紹
介
し
、「
信
徒
と

し
て
日
々
の
務
め
を
全

う
し
、
ま
こ
と
の
祈
り

を
捧
げ
る
、
信
仰
的
な

生
活
環
境
が
、
い
ざ
と

い
う
時
の
心
の
備
え
と

な
る
。
お
互
い
を
思
い
や
る
精
神
が
、
今
の
日
本

人
に
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
」
と
説
か
れ
た
。

そ
の
後
、
宮
咩
会
関
東
支
部
の
皆
さ
ま
に
に
よ

る
八
雲
琴
『
伊
勢
詣
』
の
奉
納
行
事
。
最
後
に
、

参
拝
者
全
員
で
、ギ
タ
ー
伴
奏
に
よ
る
、愛
善
歌
『
栄

光
』
と
唱
歌
『
ふ
る
さ
と
』
を
合
唱
し
た
。

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

十
一
月
十
六
日
、
大
本
東
京
本
部
の
二
階
講
座

室
を
会
場
に
、「
東
光
苑
葬
祭
研
修
会
」
が
開
催
さ

れ
、
四
十
二
人
が
参
加
し
た
。
同
研
修
会
は
、
大

本
祭
式
認
定
級
と
関
係

が
な
く
、
誰
で
も
参
加

で
き
る
の
が
特
徴
で
今

回
が
初
回
と
な
る
。

昨
今
の
葬
祭
に
お
け

る
実
情
を
踏
ま
え
た
上

で
、
調
度
品
の
飾
り
付

け
を
行
い
、
実
践
的
な

内
容
を
習
得
し
た
。

教
本
２
級
認
定
講
習
会

十
月
二
十
六
・
二
十
七
日
の
両
日
、「
教
本
２
級

宮咩会関東支部の皆さんによる
「伊勢詣」の奉納

東
光
苑
秋
季
大
祭

東
光
苑
秋
季
大
祭
・
新
穀
感
謝
祭
・
七
五
三
詣

り
は
十
一
月
十
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎

主
・
出
口
文
営
大
本
楽
天
社
代
表
の
も
と
執
行
さ

れ
、
三
百
四
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
の
祭
務
部
長
、
少
年

少
女
祭
員
は
、
神
奈
川
主
会
の
堀
幹
矢
く
ん
と
、

同
主
会
の
星
田
夏
音
さ
ん
、
佐
保
さ
ん
姉
妹
。
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
髙
野
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
、
十
一
月
四
日
に
。
梅
松
苑
で

執
行
さ
れ
た
『
大
本
・
道
院
提
携
九
十
年
記
念
祭
典
』

の
様
子
を
紹
介
。

ま
た
、
台
湾
道
院
が
行
っ
た
、
フ
ー
チ
・
書
畫

壇
に
お
い
て
、『
廣
化
世
人
』（「
み
教
え
を
世
人
に

広
く
伝
え
る
」
の
意
）
の
書
画
が
、
大
本
東
京
本

部
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。

次
い
で
、
斎
主
を
務
め
ら
れ
た
出
口
文
営
大
本

楽
天
社
代
表
か
ら
『
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
』
と

題
し
て
記
念
講
演
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
十
一
年
に

各主会祭務部長が祭員を務めた

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

平
成
25
年
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
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語
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」

	

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
）

25
日
（
水
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
22
年
）

平
成
26
年
１
月

	

１
日
（
水
）	

午
前
７
時
00
分
執
行

新
年
祭

１
日
（
水
）
〜	

３
日
（
金
）

	
	

年
賀

	

７
日
（
火
）
午
前
10
時
30
分
〜

	
	

東
光
苑
七
草
粥
接
待

	

12
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	
	

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
典

	

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
2014
」

	

講
題

大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来

〜
出
口
な
お
の
帰
神
と
お
筆
先
〜

	
	

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

19
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
毎
年
祭
（
66
年
）

出口文営楽天社代表の記念講演

解説を聞いて理解が深まった

葬祭調度品の準備実習


