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1　　　阿づまの光

悟
り
て
も
悟
り
つ
く
せ
ぬ
か
く
り
世
の

　
　
　
神
の
御み

業わ
ざ

の
奇
し
く
も
あ
る
か
な

　
雄
大
で
壮
大
な
明
る
い
話
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祭
務
課
主
事
　
井い

畑ば
た

　

太
ひ
ろ
し

打
ち
上
げ
か
ら
７
年
後
の
、
平
成
22
年(

２
０
１
０)

６
月
、
小
惑
星
探
査
機
「
は
や
ぶ
さ
」
が
60
億
㌔
に

お
よ
ぶ
宇
宙
の
旅
を
終
え
て
地
球
に
帰
還
し
ま
し
た
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
日
本
中
が
明
る
く
な
り
湧
き
ま
し

た
。
そ
の
後
、
こ
の
雄
大
で
壮
大
な
計
画
成
功
の
物
語
は
３
本
も
の
映
画
に
な
っ
た
こ
と
が
記
憶
に
新
し
い

と
こ
ろ
で
す
。

地
球
か
ら
太
陽
ま
で
の
距
離
は
、
約
１
億
５
千
万
㌔
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
40
倍
と
い
う
気
の
遠
く

な
る
よ
う
な
距
離
の
大
宇
宙
空
間
を
、
７
年
か
け
て
飛
行
し
て
き
た
と
い
う
、
雄
大
で
壮
大
な
話
題
は
、
聞

く
人
の
気
持
ち
を
自
ず
と
大
き
く
明
る
く
し
て
く
れ
ま
す
。

ご
承
知
の
と
お
り
、
月
以
外
の
天
体
に
着
陸
し
た
探
査
機
が
帰
還
し
た
の
は
、
こ
の
「
は
や
ぶ
さ
」
が
世

界
で
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
宇
宙
空
間
に
浮
い
て
い
る
小
さ
な
天
体
に
着
陸
し
て
、
物
質
の
サ
ン
プ
ル
を
採

取
し
て
帰
還
さ
せ
る
の
は
非
常
に
高
度
な
技
術
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
も
う
一
方
か
ら
思
考
を
巡
ら
せ
て
み
る
と
、
人
間
が
計
算
し
て
目
的
の
惑
星
に
た
ど
り
つ
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
秩
序
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
計
算
ど
お
り
で
狂
い
の
な
い
そ
の
位
置
に

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
方
が
よ
ほ
ど
す
ご
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

聖
師
さ
ま
が
「
万
有
の
運
化
の
毫ご

う

さ差
な
き
を
視
て
、
真
神
の
力
を
思
考
す
べ
し
」。
ま
た
、
尊
師
さ
ま
が
「
空

に
か
が
や
く
星
の
世
界
を
見
よ
。
そ
の
星
の
群
れ
の
ま
た
彼
方
の
星
の
群
れ
を
思
え
よ
。
そ
し
て
、
こ
の
大

宇
宙
に
、
こ
れ
だ
け
整
然
た
る
秩
序
を
つ
け
た
も
の
の
力
を
悟
れ
よ
」『
信
仰
覚
書
』
第
二
巻
）
と
お
示
し
に

な
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

来
る
11
月
30
日
に
は
、
同
じ
小
惑
星
探
査
機
「
は
や
ぶ
さ
２
」
が
打
ち
上
げ
ら
れ
る
予
定
と
の
こ
と
。
地

球
へ
の
帰
還
予
定
は
６
年
後
の
平
成
32
年
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
雄
大
で
壮
大
な
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
が
聞
け
る

こ
と
を
思
う
と
、
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。 

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
伯
光
苑
大
本
歌
祭
」

［
伯
光
苑
土
＋
伯
光
苑
梅
・
紅
水
晶(

ブ
ラ
ジ
ル
産)

釉
］
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こ
の
よ
う
に
、「
神
」「
仏
」
と
い
わ
な
く

て
も
、
目
に
見
え
な
い
物
に
対
す
る
〝
畏
れ
〟

や
〝
敬
い
〟
と
い
う
も
の
は
、
日
本
人
の
多

く
が
持
っ
て
い
る
感
性
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。霊

界
は
言
心
行
一
致
の
世
界

大
本
の
教
典
に
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が

口
述
筆
記
し
た
『
霊
界
物
語
』
が
あ
り
ま
す
。

１
冊
が
平
均
約
３
５
０
ペ
ー
ジ
で
、
全
部
で

83
冊
と
い
う
膨
大
な
書
物
で
、
大
本
教
義
の

根
幹
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
の
「
霊
界
」
は
〝
霊、
妙
な
る
世

界、
〟
と
い
う
意
味
で
、〝
あ
の
世
〟（
死
後
の

世
界
）
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、こ
の
世
（
現
界
）

の
こ
と
を
含
む
広
義
的
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
『
霊
界
物
語
』
に
は
、
死
後
の
世

界
だ
け
で
な
く
、
現
界
や
未
来
の
預
言
や
人

の
生
き
方
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
幅
広

く
教
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ふ
だ
ん
の
生
活
の
中
で
、
私
た
ち
は
、
外

見
は
喜
ん
で
い
る
よ
う
に
装
っ
て
い
て
も
、

心
の
中
で
は
そ
の
逆
の
時
も
あ
り
ま
す
。
現

界
で
は
、
気
持
ち
や
感
情
を
あ
る
程
度
隠
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
霊
界
に
行
く
と
〝
言･

心･

行
〟

が
一
致
し
て
し
ま
う
の
で
、
想
念
が
そ
の
ま
ま

表
情
や
言
葉
に
表
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
霊

界
と
現
界
と
が
最
も
違
う
特
徴
で
す
。

こ
の
世
で
は
、
心
と
行
い
を
常
に
同
じ
く
す

る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
生
き
て
い
る

間
に
意
識
し
て
一
致
さ
せ
る
努
力
を
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
が
、
霊
界
へ
旅
立
つ
上

で
の
大
き
な
糧
と
な
り
ま
す
。

死
後
の
世
界
を
正
し
く
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
界
で
の
生
き
方
、
人
生
の
目
的
に
対
す

る
考
え
方
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す　
　

死
後
五
十
日
間
の
重
要
性

死
後
の
世
界
（
霊
界
）
は
、「
神
界
」「
幽
界
」「
中

有
界
」
の
三
界
に
大
別
さ
れ
、
死
後
、
最
初
に

霊
魂
（
精
霊
と
も
い
う
）
が
行
く
と
こ
ろ
が
「
中

有
界
」
で
す
。

人
は
死
を
迎
え
る
と
同
時
に
「
死
有
」
か
ら

「
中
有
」
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
死
後
49
日
間

を
「
中
有
」
と
い
い
、
50
日
目
か
ら
「
生
有
」

と
言
い
ま
す
。「
中
有
界
」
に
い
る
約
50
日
の

間
に
、
霊
界
で
の
親
や
兄
弟
が
定
ま
り
、
そ
の

霊
魂
の
行
き
先
が
「
天
国
」
な
の
か
「
地
獄
」

な
の
か
が
決
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
古
来
日
本
人
は
、
こ

の
50
日
間
を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
大
本
で

も
、
50
日
間
の
霊
祭
と
、
以
降
節
目
の
供
養
や

ま
つ
り
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

『
そ
う
し
て
中
有
の
四
十
九
日
間
は
幽
界
で

迷
っ
て
お
る
か
ら
、
こ
の
間
に
近
親
者
が
十
分

の
追
善
供
養
を
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た

こ
れ
が
親
子
兄
弟
の
務
め
で
あ
る
。
こ
の
中
有

に
あ
る
間
の
追
善
供
養
は
、
生
有
に
多
大
の
関

衣
服
を
剥
ぎ
取
ら
れ
、
地
獄
へ
落
と
さ
れ
ま
す
。

反
対
に
善
の
霊
魂
が
行
く
と
、
美
し
い
天
人
が

優
し
い
言
葉
で
話
し
掛
け
、
錦
の
衣
服
に
着
替

え
さ
せ
、
天
国
へ
行
く
〝
証
〟
を
授
け
て
く
れ

る
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
「
三
途
の
川
」
に
鬼

の
形
相
の
老
婆
や
、
優
し
い
言
葉
を
使
う
天
女

が
い
る
の
で
は
な
く
、
亡
く
な
っ
た
人
の
霊
魂

が
善
で
あ
れ
ば
天
女
と
見
え
、
悪
で
あ
れ
ば
鬼

と
な
っ
て
映
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、「
中
有
界
」

に
お
け
る
霊
魂
が
、
次
第
に
「
内
分
の
状
態
」

と
な
る
か
ら
で
、
天
国
に
行
く
も
、
地
獄
に
落

ち
る
も
、
神
が
定
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の

想
念
し
だ
い
な
の
で
す
。

『
こ
と
さ
ら
に
神
は
地
獄
を
つ
く
ら
ね
ど
己お
の

が

造
り
て
お
の
が
行
く
な
り
』

と
聖
師
は
教
え
て
い
ま
す
。

天
国
の
様
子

天
国
は
低
い
方
か
ら
大
き
く
「
第
三
天
国
」、

「
第
二
天
国
」、「
第
一
天
国
」
と
３
つ
に
区
分

さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
３
つ
の
段
階
が
、

そ
れ
ぞ
れ
60
段
階
ず
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
上
に
、
最
も
高
い
「
最
奥
天
国
」

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
神
さ
ま
が
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
あ
わ
せ
て
１
８
１
段
に
よ
っ
て
、
天
国
は

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
各
段
階
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
無
数
の
団
体

が
あ
り
、
天
国
へ
行
っ
た
精
霊
は
、
い
ず
れ
か

の
団
体
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同
じ

想
念
と
価
値
観
の
精
霊
が
集
ま
り
、
気
兼
ね
の

な
い
、
と
て
も
住
み
や
す
い
環
境
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
天
国
で
は
男
性
は
30
歳
、
女
性
が
20

歳
頃
の
年
齢
相
応
の
状
態
に
な
る
と
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
天
人
は
内
分
に
意
志
と
智
性
を
も
っ

て
い
ま
す
が
、
男
性
の
場
合
は
智
性
が
主
で
あ

り
、
女
性
の
場
合
は
意
志
が
主
と
な
り
ま
す
。

天
男
天
女
が
お
互
い
に
欠
け
て
い
る
面
を
お

ぎ
な
い
あ
っ
て
、
一
人
と
し
て
の
人
格
が
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
、
天
国
で
は
夫
婦
を
も
っ
て

一
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
国
で
は
同
じ
レ
ベ
ル
の
霊
魂
が
集
ま
り
、

居
心
地
が
良
い
た
め
、
現
界
の
よ
う
な
苦
悩
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
揉
ま
れ
る
こ
と
が

少
な
く
、
霊
界
で
魂
を
向
上
さ
せ
る
の
は
な
か

な
か
難
し
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
は
現
界

（
こ
の
世
）
で
、
い
ろ
い
ろ
な
壁
を
越
え
な
が

ら
改
心
し
、〝
み
魂
磨
き
〟
に
励
む
方
が
、
霊

魂
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。人

の
誕
生

現
界
で
は
、
肉
体
を
も
つ
夫
婦
に
よ
り
、
生

命
が
誕
生
し
得
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
生
命
の
本
当
の
親
は
、
霊
界

の
天
男
天
女
の
夫
婦
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
天
人
夫
婦
の
い
と
な
み
か
ら
、
天
人
の

〝
霊た
ま

の
子こ

〟
が
生
ま
れ
、現
界
人
の
母
体
に
宿
り
、

人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。

『
霊
界
物
語
』
に
は
、
さ
ら
に
「
降
誕
」・「
生

誕
」・「
再
生
」･

「
転
生
」
と
い
う
、
４
種
の

生
ま
れ
方
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
降

誕
」
と
は
、
神
が
大
き
な
使
命
を
持
っ
て
生
ま

れ
て
来
る
こ
と
、「
生
誕
」
は
、天
国
天
人
が
下
っ

て
く
る
こ
と
、「
転
生
」
は
、
動
物
霊
か
ら
人

間
に
魂
が
向
上
し
生
ま
れ
か
わ
っ
た
り
、
逆
に

動
物
に
堕
ち
て
し
ま
う
場
合
の
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
世
の
多
く
の
人
が
、「
再
生
」

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
は
死
ん
で
霊
界
へ

行
き
、
ま
た
再
生
し
て
現
界
に
戻
っ
て
（
誕
生
）

き
ま
す
。
生
ま
れ
変
わ
る
と
、
前
世
の
こ
と
は

基
本
的
に
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
死
後
、
霊
界

に
復
活
す
る
と
、
そ
の
記
憶
も
ま
た
甦
っ
て
く

る
そ
う
で
す
。

〝
あ
の
世
〞
を
知
っ
て
生
き
る

煎
じ
詰
め
れ
ば
、
人
の
死
と
は
、
精
霊
が
霊

界
に
復
活
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
現
界
は
精
霊

の
修
行
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
本
で
は
〝
修
業
〟
で
は
な
く
〝
修
行
〟
と

い
う
字
を
使
い
ま
す
〝
修
行
〟
と
は
読
ん
で
字

の
ご
と
く
〝
行
い
を
修
め
る
〟
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
日
常
生
活
そ
の
も
の
が
修
行
な
の
で
す
。

辛
く
苦
し
い
思
い
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
何

事
に
対
し
て
も
、
前
向
き
に
楽
し
く
生
き
て
い

く
こ
と
も
修
行
で
す
。
苦
し
い
思
い
の
ま
ま
亡

く
な
る
と
、
そ
の
想
念
を
霊
界
へ
持
っ
て
行
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

〝
あ
の
世
〟、〝
霊
界
〟
の
こ
と
を
よ
く
よ
く

学
ん
で
い
く
と
〝
今
を
生
き
る
〟
と
い
う
こ
と

が
、
い
か
に
大
切
な
こ
と
か
が
分
か
っ
て
き
ま

す
。本

来
、
人
は
ま
じ
め
に
働
き
、
世
の
た
め
、

人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
本
当
の
喜
び
の
は

ず
な
の
で
す
。
そ
れ
に
向
か
っ
て
陰
徳
を
積
み
、

困
難
に
遭あ

っ
て
も
、
清
く
正
し
い
言
葉
を
使
う

よ
う
に
心
が
け
、
明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
、

感
謝
の
心
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
が
何
よ
り
大

切
な
の
で
す
。

係
が
あ
る
』（『
霊
界
物
語
』
第
１
巻
）

こ
の
お
示
し
の
よ
う
に
、
子
孫
が
現
界
で
追

善
供
養
を
す
る
こ
と
は
、
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、

精
霊
に
と
っ
て
大
き
な
力
と
な
る
の
で
す
。

ま
た
精
霊
は
、「
中
有
界
」
で
、「
外
分
の
状
態
」

「
内
分
の
状
態
」「
準
備
の
状
態
」
と
い
う
段
階

を
経
ま
す
。

「
外
分
の
状
態
」
と
い
う
の
は
、
生
前
の
さ

ま
ざ
ま
な
想
念
が
ま
だ
際
立
っ
て
い
て
、
本
性

が
覆
い
隠
せ
る
状
態
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
次
第

に
外
分
が
剥
は
が
れ
て
、
本
心
だ
け
の
想
念
が

表
れ
て
き
す
。
そ
れ
が
「
内
分
の
状
態
」
で
す
。

そ
し
て
、「
内
分
の
状
態
」
か
ら
、
天
国
に
行

く
た
め
の
準
備
を
す
る
「
準
備
の
状
態
」
に
移

る
の
で
す
。

三し

ょ

う

ず途
の
川

　

世
の
中
に
は
、「
霊
界
」
の
入
口
に
行
っ
て

戻
っ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
臨
死
体
験
」
を
し

た
方
が
少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。「
ト
ン
ネ
ル
の

よ
う
な
所
を
進
ん
だ
」
と
か
、「
お
花
畑
を
歩

い
て
い
た
」
な
ど
よ
く
聞
き
ま
す
。
そ
し
て
、

一
番
多
い
の
が
「
三
途
の
川
を
見
た
」
と
い
う

話
で
す
。 

『
霊
界
物
語
』
で
は
、
こ
の
「
三
途

の
川
」
の
様
子
が
と
て
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

『
三
途
の
河
は
神
界
と　

現
界
ま
た
は
幽
界
へ

　

諸も
ろ
び
と人

た
ち
の
霊
魂
の　

行
方
の
定
ま
る

裁さ
ば
き
ど
こ

断
所　

八や

す洲
の
河
原
と
ヨ
ル
ダ
ン
の　

河
と

も
唱と
な

ふ
神
聖
場
』（『
霊
界
物
語
』
第
14
巻
跋
文
）

　

つ
ま
り
現
実
の
世
界
と
〝
あ
の
世
〟
を
隔
て

る
場
所
が
「
三
途
の
川
」
な
の
で
す
。

　

生
前
に
悪
行
を
な
し
た
霊
魂
が
「
三
途
の
川
」

へ
行
く
と
、
鬼
の
形
相
を
し
た
川
守
の
老
婆
に

目
に
見
え
な
い
存
在

私
た
ち
の
周
り
に
は
、
物
質
的
な
扱
い
の

で
き
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ

り
、
存
在
し
て
い
て
も
、
普
段
は
肉
眼
で
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

た
と
え
ば
、
自
分
の
気
持
ち
や
感
情
を
ス

ト
レ
ー
ト
に
他
人
に
見
せ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
人
に
〝
心
〟
が
存
在
す

る
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。

同
じ
よ
う
に
、
死
後
の
世
界
も
普
通
の
人

が
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
存
在

を
感
じ
、
信
じ
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
こ
の
目
に
見
え
ず
、
物
質
的
な
扱
い
の

で
き
な
い
も
の
を
一
般
的
に
「
霊
」
と
言
い
、

死
後
の
世
界
を
「
霊
界
」
と
い
い
ま
す
。

神
道
で
は
祓は
ら

い
の
儀
式
を
大
切
に
し
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
目
に
見
え
な
い
も
の
を
祓

い
清
め
る
こ
と
で
す
。
神
や
霊
の
存
在
を
信

じ
な
け
れ
ば
、
祓
い
の
必
要
は
な
い
は
ず
で

す
が
、
無
神
論
者
で
も
、
い
ざ
自
分
の
家
を

建
て
る
と
な
る
と
地
鎮
祭
を
す
る
人
は
あ
る

よ
う
で
す
。
ま
た
、
土
地
の
因
縁
で
体
調
が

悪
く
な
っ
た
の
で
は
と
不
安
に
な
っ
て
、
お

祓
い
を
頼
む
人
も
あ
り
ま
す
。

講 師 成
なる

尾
お

　陽
あきら

（メディア愛善宣教課長）

掲
載
文
は
、
平
成
26
年
8
月
20
日
に
航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）
で
開
催
し

た
「
大
本
公
開
講
座
」
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

出
口
な
お

王
仁
三
郎

の
世
界
を
語
る

出
口
王
仁
三
郎
が
示
し
た
〝
あ
の
世
〞
に
学
ぶ

〜
霊
界
と
魂
の
関
係
〜

大本公開講座
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教
本
２
級
認
定
講
習
会

10
月
25
・
26
日
の
両
日
、
大
本
東
京
本
部
を
会

場
に
「
教
本
２
級
認
定
講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
、

17
人
が
参
加
し
た
。

参
加
者
は
「
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
『
中
級
編
』」

を
テ
キ
ス
ト
に
、
第
１
章
「
宗
教
に
つ
い
て
」
か

ら
、
第
８
章
「
大
本
の
使
命
」
ま
で
を
音
読
学
習

し
た
ほ
か
、
練
習
問
題
と
対
話
実
習
に
取
り
組
ん

だ
。
最
後
に
〝
理
解
度
チ
ェ
ッ
ク
問
題
〟
に
の
ぞ
み
、

研
さ
ん
を
深
め
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
一
般
の
方
に
ど
の
よ
う
に
お

伝
え
す
れ
ば
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
か
、
考
え
な

が
ら
勉
強
し
ま
し
た
（
70
歳
代
・
男
性
）」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

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
11
月
９
日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・

出
口
文
営
大
本
楽
天
社
代
表
の
も
と
執
行
さ
れ
、

３
４
０
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
の
祭
務
部
長
等
、
少

年
少
女
祭
員
は
、
千
葉
主
会
の
武
山
な
お
ひ
さ
ん
、

あ
お
い
さ
ん
姉
妹
。
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
、

渡
辺
敬
治
茨
城
主
会

次
長
、
添
釜
は
髙
野

社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋

彦
本
部
長
が
あ
い
さ

つ
に
立
ち
、「
日
ご
ろ
、

分
所
・
支
部
に
参
拝

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

平
成
26
年
12
月

14
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
（
火
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

開
祖
聖
誕
祭
（
178
年
）

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

講
題

真
理
の
「
幸
せ
に
生
き
る
主
義
」

〜
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
〜　

講
師

浅
田
秋
彦
（
大
本
本
部
長
）

25
日
（
木
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

尊
師
毎
年
祭
（
23
年
）

平
成
27
年
1
月

１
日
（
祝
・
木
）	午
前
７
時
執
行

新
年
祭

１
日
〜
３
日
（
木
〜
土
）
各
日
午
前
９
時
半

年
賀

７
日
（
水
）	

午
前
10
時
30
分

東
光
苑
七
草
粥
接
待

11
日
（
日
）	

午
後
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

19
日(

月)

午
前
10
時
30
分
執
行

聖
師
毎
年
祭
（
67
年
）

21
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

講
題

激
動
の
中
に
見
え
て
き
た
明
る
い
未
来

〜
日
本
と
世
界
は
今
ど
こ
に

向
か
っ
て
い
る
の
か
〜

講
師

藤
原
直
哉
（
株
式
会
社
あ
え
る
ば
会
長
・

　
　
　
　
　
　
　

経
済
ア
ナ
リ
ス
ト
）

さ
れ
な
い
方
へ
、
神
さ
ま
の
光
と
み
教
え
を
取
り

次
が
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
ま
さ
に
〝
外
へ
広

く
、
内
へ
深
く
〟
の
実
践
で
あ
る
。
ま
た
、
関
東

に
は
神
教
宣
布
の
さ
き
が
け
的
な
ご
用
が
あ
り
、

大
本
公
開
講
座
・
常
設
講
座
を
積
極
的
に
受
講
し

て
、
研
さ
ん
を
深
め
、
将
来
的
に
は
各
機
関
の
主

催
で
大
本
公
開
講
座
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
結
ん
だ
。

次
い
で
、
出
口
文

営
大
本
楽
天
社
代
表

が
『
伝
統
文
化
は
甦

る
』
と
題
し
て
記
念

講
演
を
行
い
、「
伝
統

文
化
が
凝
縮
さ
れ
た

歌
祭
を
世
界
の
人
々

に
伝
え
る
こ
と
が
、

〝
み
ろ
く
の
世
〟
へ
と

繋
が
る
広
く
大
き
な

ひ
な
型
で
あ
る
。
自

然
と
人
間
が
一
体
化

し
た
時
に
、
真
の
世

界
平
和
が
到
来
す
る

だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。

そ
の
後
、
宮
咩
会

関
東
支
部
に
よ
る
八

雲
琴
『
東
の
名
残
』、

茨
城
主
会
に
よ
る
連

吟
『
鶴
亀
』、仕
舞
『
高

砂
』
が
奉
納
さ
れ
た
。

葬
祭
研
修
会

11
月
15
日
、
大
本
東
京
本
部
を
会
場
に
、「
東
光

苑
葬
祭
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
、
38
人
が
参
加
し

た
。
同
研
修
会
は
昨
年
に
続
き
今
回
が
２
回
目
で
、

講
座
を
中
心
に
行
わ

れ
た
。
内
容
は
調
度

品
な
ど
の
飾
り
付
け
、

喪
家
の
心
得
、
招
魂
・

発
葬
・
家
祭
式
、
毎

十
日
祭
に
つ
い
て
の

講
話
、
お
よ
び
葬
儀

業
者
と
の
や
り
取
り

な
ど
で
、
現
場
で
の

実
用
的
な
こ
と
を
学

ん
だ
。

大
本
公
開
講
座

第
１
４
１
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
王

仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
４
』
は
、
11
月
19

日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
を
会

場
に
開
催
さ
れ
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次

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
し
た
。
参
加
者

は
31
人
（
内
、
一
般
11
人
）。

講
座
で
は
、
す
べ
て
の
人
・
物
に
は
天
か
ら
の

使
命
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
困
難
も
仕・
・
・
合
わ
せ・
に

な
る
た
め
の
修
養
の

一
つ
で
あ
る
と
結
ん

だ
。
参
加
者
か
ら
は
、

｢

人
は
生
き
て
い
る
か

ら
働
く
、
そ
し
て
向

上
す
べ
き
と
学
ん
だ

（
女
性
・
一
般
）」
等

の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

※
本
年
度
の
大
本
常
設
講
座
は
12
月
22
日(

月)

を
も
っ
て
、

　

一
時
閉
講
し
、
来
年
度
は
１
月
14
日(

水)

か
ら
開
講
し
ま
す
。

最後に歌祭への献歌を呼びかけられた

会場は清らかな音色に包まれた凛とした謡いに魅了された

基本的なことから習得した仕合わせの秘訣は「感謝」から


