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1　　　阿づまの光

こ
の
か
み
と
名
に
負
ふ
梅
は
雪
霜
を

　
　
　
　
忍
び
て
春
の
さ
き
が
け
と
咲
く

農
は
国
の
大た

い
ほ
ん本

　
　
　
　
　
　 

　
　
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
　
猪

子

　

恒

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
に
は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
が
10
個
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
昨
年
８
月
、
浅
田
秋
彦
セ
ン
タ
ー
長
か
ら

引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
４
月
中
旬
、
埼
玉
の
支
部
長
Ｓ
さ
ん
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
ト
マ
ト
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
、

ピ
ー
マ
ン
な
ど
、
夏
野
菜
の
苗
を
植
え
ま
し
た
。

先
立
つ
３
月
末
、
Ｓ
さ
ん
と
一
緒
に
土
作
り
を
し
ま
し
た
。
そ
の
一
週
間
ほ
ど
前
、
昨
年
の
プ
ラ
ン
タ
ー
の
土

を
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
に
ひ
っ
く
り
返
し
、
そ
の
上
に
腐
葉
土
を
蒔
い
て
、
天
日
干
し
し
ま
し
た
。

土
作
り
は
、
少
量
の
石
灰
を
振
り
、
ス
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
土
を
切
り
返
す
作
業
。
こ
の
日
は
晴
天
で
、
わ
ず
か

な
作
業
で
も
汗
ば
ん
で
き
ま
す
。
２
回
ほ
ど
切
り
替
え
た
土
を
、ま
ず
５
㌢
ほ
ど
プ
ラ
ン
タ
ー
に
入
れ
、固
形
の「
油

粕
」
を
、さ
ら
に
土
を
５
㌢
く
ら
い
入
れ
、今
度
は
「
明
星
」
を
た
っ
ぷ
り
と
蒔
い
て
、そ
の
上
に
土
を
か
け
て
「
プ

ラ
ン
タ
ー
畑
」
は
完
成
。
そ
れ
か
ら
３
週
間
、
植
え
付
け
が
完
了
し
た
の
で
し
た
。

こ
の
日
か
ら
、
日
課
の
「
水
遣
り
」
が
始
ま
り
ま
す
。
成
長
す
る
苗
に
合
わ
せ
、
添
え
木
の
「
く
く
る
場
所
」

も
変
え
ま
す
。
そ
の
後
、
２
㍍
を
超
え
る
本
格
的
な
支
柱
を
立
て
、
ネ
ッ
ト
も
張
り
、
成
長
を
待
ち
ま
す
。
や
が

て
１
個
、
２
個
と
収
穫
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
初
物
は
も
ち
ろ
ん
、
ご
神
前
に
お
供
え
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
肥
料
を
切
ら
さ
ぬ
よ
う
追
肥
を
し
な
が
ら
、
晩
秋
ま
で
続
く
収
穫
を
楽
し
み
ま
す
。

今
、
大
本
は
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
断
固
反
対
し
て
い
ま
す
。
理
由
は
聖
師
さ
ま
「
人
類
生
活
の
根
本
原
料
な
る
食
料

品
は
、
お
の
お
の
天
賦
的
に
発
生
す
る
土
地
の
生
産
物
を
も
っ
て
、
需
要
供
給
の
原
則
と
す
る
こ
と
は
、
世
界
的

通
義
」。
三
代
教
主
さ
ま
「
日
本
の
立
直
し
は
ど
う
し
て
も
―
お
土
を
大
切
に
す
る
こ
と
―
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
政
治
は
、
百
姓
を
大
切
に
し
て
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
正
し
い
政
治
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
農
を

中
心
に
し
て
こ
そ
、
国
の
経
済
も
文
化
も
、
本
当
に
立
直
る
…
」
に
よ
っ
て
明
白
で
す
。
農
業
を
衰
退
さ
せ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
精
神
が
失
わ
れ
、
日
本
の
存
在
に
か
か
わ
る
大
問
題
な
の
で
す
。

小
さ
な
「
型
」
で
す
が
、
日
照
時
間
が
少
な
く
、
時
に
は
強
烈
な
ビ
ル
風
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
け
な
げ
に

育
つ
夏
野
菜
た
ち
に
、
今
年
も
エ
ー
ル
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
土
に
感
謝
し
つ
つ
・
・
・
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
七
福
神
・
弁
財
天
」

【
ヨ
ル
ダ
ン
土
＋
本
宮
山
桜
釉
】
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宇
宙
の
根
源
は
一
元

世
の
中
の
根
源
は
「
二
元
」
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
物
事

に
は
初
め
か
ら
善
と
悪
と
い
う
よ
う
に
相
対
す

る
二
つ
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

日
本
古
来
の
神
道
は
そ
の
反
対
で
、
元
は
一

つ
と
い
う
「
一
元
論
」
の
考
え
方
で
す
。
宇
宙

の
根
源
は
一
つ
で
、
創
造
に
よ
り
天
地
が
分
か

れ
上
下
、
左
右
、
昼
夜
と
ど
ん
ど
ん
分
か
れ
進

展
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。

要
す
る
に
元
は
一
つ
で
、
離
合
集
散
を
繰
り

返
し
な
が
ら
、
万
物
は
毎
日
生
き
て
い
ま
す
。

二
元
論
と
い
う
運
動

二
元
論
は
運
動
の
法
則
と
も
い
え
ま
す
。
物

が
落
ち
る
の
は
、
高
い
と
こ
ろ
と
低
い
と
こ
ろ

が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
天
と
地
に
分
か
れ
て
い

る
証
拠
と
も
い
え
ま
す
。
ま
た
、
病
院
で
診
察

を
受
け
、
健
康
で
あ
れ
ば
安
心
す
る
の
に
対
し
、

異
常
が
あ
る
と
、
そ
の
病
気
を
治
そ
う
と
い
う

運
動
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
意
味
で
も
二
元
論
と
い
う
の

は
、
運
動
す
る
に
は
非
常
に
良
い
の
で
す
が
、

こ
れ
を
対
立
す
る
勢
力
と
し
て
政
治
で
行
お
う

と
す
る
と
、
あ
る
人
か
ら
は
抵
抗
勢
力
と
言
わ

れ
、
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
要
す
る
に
壊
さ
れ
る
対
象
で
し
か
な
い

の
で
す
。
こ
の
二
元
論
し
か
な
い
政
治
家
は
、

ほ
か
に
敵
を
作
ら
な
い
と
、
自
分
を
表
現
で
き

な
い
、「
あ
い
つ
は
悪
い
」「
自
分
は
正
し
い
」

と
い
う
論
法
と
な
り
、
結
局
最
後
は
バ
ラ
バ
ラ

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
誰
か
を
敵
に
し
て
頑

張
る
と
い
う
思
考
を
改
め
、
自
分
の
理
想
に
め

が
け
て
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
と
私
は
言
い
た
い

の
で
す
。

二
元
論
は
進
展
し
な
い

政
治
の
原
点
は
民
の
幸
せ
で
す
か
ら
、
そ
れ

を
真
摯
に
受
け
止
め
て
、
何
を
す
る
べ
き
か
を

考
え
て
、
自
分
で
道
を
切
り
開
い
て
い
け
ば
、

力
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

大
和
合
の
精
神

そ
こ
に
二
元
論
と
い
う
必
要
な
運
動
が
加
わ

る
わ
け
で
す
が
、
重
要
な
の
は
相
反
す
る
力
に

分
か
れ
る
こ
と
は
、
世
の
中
を
進
め
る
た
め
に

必
要
な
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
っ
た
ん
だ
と
、
終

わ
っ
た
と
き
に
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
最
後
に
一
つ
に
還
れ
ば
い
い

と
思
う
の
で
す
。

こ
の
こ
と
が
、
本
当
に
お
腹
か
ら
理
解
で
き

て
い
な
い
と
、
正
し
い
判
断
も
行
動
も
で
き
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
に
憎
い
相
手
で
も
、

ど
ん
な
揉
め
ご
と
で
も
「
は
い
、
こ
れ
で
お
し

ま
い
」
と
ま
る
く
納
め
る
か
ど
う
か
な
の
で

す
。
真
に
こ
の
世
が
一
元
の
世
界
と
信
じ
て
い

る
か
、
そ
れ
と
も
二
元
の
世
の
中
が
正
し
い
と

思
っ
て
い
る
か
で
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

進
展
の
た
め
に
運
動
し
、
揉
め
る
の
は
仕
方

な
い
で
す
が
、
そ
れ
で
善
悪
を
分
け
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
二
極
分
化
し
た
も
の
が
、
さ
ら
に
言

い
分
に
よ
り
、
分
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
問
題
が
あ
っ
た
ら
、
お
互
い
に
話
し
合

い
を
し
て
大
和
合
の
精
神
で
解
決
す
れ
ば
い
い

の
で
す
。

最
初
は
〝
日
本
合
衆
国
〞
だ
っ
た

近
代
文
明
に
よ
り
、
現
代
は
方
向
性
が
細
か

く
分
か
れ
ま
し
た
が
、
区
別
す
る
こ
と
の
み
に

執
着
す
る
と
、
崩
壊
が
始
ま
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
分
解
し
た
も
の
を
一
つ
に
融
合
し
て
い
く

働
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
本
も
元
々
、
縄
文
時
代
の
終
わ
り
以
降
に

朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
な
ど
か
ら
、
い
ろ
い
ろ

な
人
が
日
本
列
島
に
渡
り
ま
し
た
。
は
じ
め
は
、

い
わ
ば
〝
日
本
合
衆
国
〟
だ
っ
た
の
で
す
。
つ

ま
り
、
今
の
日
本
は
遺
伝
子
が
混
ざ
っ
て
い
る

状
態
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
住
み
着
い
た

頃
は
合
衆
国
の
時
代
で
、
そ
れ
が
融
合
し
て
一

つ
の
国
を
形
成
し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
融
合
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
精
神
文
化
を
築

き
上
げ
、
現
代
の
生
活
に
自
然
と
織
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
す
。

個
が
全
体
を
な
す

世
界
中
に
「
今
だ
け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
」

と
い
う
思
考
が
蔓は

び

こ延
っ
て
い
ま
す
が
、
要
す
る

に
こ
の
考
え
方
を
越
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。

今
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
過
去
も
未
来
も
あ
る
。

金
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
伝
統
に
は
各
々
の
価
値
観

が
あ
る
。
そ
れ
を
全
部
混
ぜ
て
し
ま
え
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
全
て
の
も
の
は
、
元
は
一
つ

か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
考
え
方
が
必
要
と
い
う

こ
と
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
ふ
さ

わ
し
い
場
所
が
あ
る
の
で
す
。
自
分
た
ち
の
境

域
を
作
り
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
集

ま
っ
て
全
体
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
自

然
本
来
の
姿
で
す
。
水
辺
の
草
花
も
、
乾
い
た

土
地
の
植
物
も
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
土

地
の
良
さ
を
活
か
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で

す
。み

ろ
く
の
世
の
姿

助
け
合
い
の
精
神
で
、
衣
食
住
の
基
礎
か
ら

築
き
上
げ
な
い
と
、
世
の
中
は
良
く
な
り
ま
せ

ん
。
世
界
に
は
70
億
も
の
人
が
い
ま
す
。
技
術

や
知
恵
を
入
れ
て
、
新
し
い
も
の
あ
れ
ば
、
さ

ら
に
投
入
し
て
お
互
い
が
歩
み
寄
っ
て
い
く
。

こ
れ
こ
そ
が
、
日
本
の
仕
事
、
使
命
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
日
本
再
生
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で

す
。
同
時
に
世
界
再
生
で
も
あ
る
の
で
す
。
一

番
大
切
な
の
は
、
こ
の
世
の
根
源
が
一
つ
と
い

う
こ
と
が
、
心
底
分
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で

す
。
人
間
の
浅
知
恵
で
、
ル
ー
ル
を
作
る
の
で

は
な
く
、
二
元
論
の
も
た
ら
す
運
動
の
性
質
を

正
し
く
知
り
、
そ
の
上
で
、
お
互
い
に
悟
っ
た

こ
と
を
行
動
し
て
い
け
ば
、
対
立
は
や
が
て
大

き
な
建
設
に
向
か
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
う
い
う
考
え
を
も
っ
た
リ
ー

ダ
ー
が
活
躍
で
き
る
の
が
、「
み
ろ
く
の
世
」

の
姿
な
の
で
す
。

よ
い
の
で
す
。
ま
ず
、
自
分
を
磨
き
自
身
が
素

晴
ら
し
い
人
に
な
ろ
う
と
心
が
け
る
こ
と
が
大

事
で
す
。
善
悪
を
決
め
つ
け
二
元
論
で
人
を
敵

に
し
て
喜
ん
で
い
た
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の

で
す
。
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
揉
め
る
の
で
す
。
敵
が
い
な
い
と
自
分
が
生

き
て
い
る
気
が
し
な
い
か
ら
、
敵
を
見
つ
け
る
。

二
元
論
の
地
獄
と
は
こ
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
で

は
物
事
は
発
展
し
ま
せ
ん
。

原
点
に
立
ち
返
る

大
本
で
も
、
こ
の
世
の
根
源
は
一
つ
と
教
え

て
い
ま
す
。
神
は
元
々
一
柱
で
、
お
は
た
ら
き

に
応
じ
て
、
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
八
百
万

の
神
も
、
元
は
一
神
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
す
。

人
類
を
含
め
万
物
は
、
神
の
分
霊
・
分
体
と
い

わ
れ
、
一
つ
の
根
源
か
ら
生
命
を
授
か
っ
て
い

ま
す
。
自
然
の
神
の
恵
み
を
表
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
こ
れ

が
原
点
の
は
ず
で
す
。
こ
の
こ
と
を
悟
る
こ
と

が
で
き
た
ら
、
そ
の
瞬
間
か
ら
間
違
い
な
く
感

謝
と
祈
り
が
生
ま
れ
ま
す
。

元
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
共
有
し

て
、
こ
れ
か
ら
先
は
何
か
を
生
ま
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
〝
大
和
合
〟
の

精
神
で
す
。

大
和
合
の
根
本
は
、
世
の
中
は
一
元
で
あ
り

敵
も
味
方
も
な
く
、
手
に
手
を
取
り
合
っ
て
協

本
当
の
平
和
と
は
？

最
近
、
国
内
外
を
問
わ
ず
凄
惨
な
事
件
が
あ

と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
の

一
番
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
各
国
、
各
地
域
が
そ
れ

ぞ
れ
の
衣
食
住
を
安
定
さ
せ
て
、
そ
の
な
か
で

安
心
に
暮
ら
せ
る
こ
と
で
す
。
弱
肉
強
食
の
経

済
ル
ー
ル
を
改
め
、
砂
漠
に
植
林
を
し
て
川
を

つ
く
る
な
ど
、
自
給
自
足
の
生
活
を
目
指
し
て
、

お
互
い
に
助
け
合
っ
て
い
く
精
神
と
活
動
が
大

事
で
す
。
現
代
の
技
術
が
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
に

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
時
間
も
か
か
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。　

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
１
月
21
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
。

大
本
公
開
講
座

激
動
の
な
か
に
見
え
て
き
た
明
る
い
未
来

～
日
本
と
世
界
は
今
ど
こ
に
む
か
っ
て
い
る
の
か
～

株式会社あえるば会長
・経済アナリスト

藤原直哉

一元に還る。
｢ 今だけ、金だけ、自分だけ ｣の世界は崩壊する。
今だけじゃない、過去も未来もある。
金だけじゃない、あらゆる伝統の価値観がある。
元の一つに還るだけ。

二
元
論
は
運
動
の
法
則
と
も
い
え
ま
す
。
物

が
落
ち
る
の
は
、
高
い
と
こ
ろ
と
低
い
と
こ
ろ

が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
天
と
地
に
分
か
れ
て
い

る
証
拠
と
も
い
え
ま
す
。
ま
た
、
病
院
で
診
察

を
受
け
、
健
康
で
あ
れ
ば
安
心
す
る
の
に
対
し
、

異
常
が
あ
る
と
、
そ
の
病
気
を
治
そ
う
と
い
う

運
動
を
つ
く
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
意
味
で
も
二
元
論
と
い
う
の

は
、
運
動
す
る
に
は
非
常
に
良
い
の
で
す
が
、

こ
れ
を
対
立
す
る
勢
力
と
し
て
政
治
で
行
お
う

と
す
る
と
、
あ
る
人
か
ら
は
抵
抗
勢
力
と
言
わ

れ
、
攻
め
滅
ぼ
さ
れ
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
要
す
る
に
壊
さ
れ
る
対
象
で
し
か
な
い

の
で
す
。
こ
の
二
元
論
し
か
な
い
政
治
家
は
、

ほ
か
に
敵
を
作
ら
な
い
と
、
自
分
を
表
現
で
き

な
い
、「
あ
い
つ
は
悪
い
」「
自
分
は
正
し
い
」

と
い
う
論
法
と
な
り
、
結
局
最
後
は
バ
ラ
バ
ラ

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
誰
か
を
敵
に
し
て
頑

張
る
と
い
う
思
考
を
改
め
、
自
分
の
理
想
に
め

が
け
て
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
と
私
は
言
い
た
い

の
で
す
。

進
展
の
た
め
に
運
動
し
、
揉
め
る
の
は
仕
方

な
い
で
す
が
、
そ
れ
で
善
悪
を
分
け
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
二
極
分
化
し
た
も
の
が
、
さ
ら
に
言

い
分
に
よ
り
、
分
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
問
題
が
あ
っ
た
ら
、
お
互
い
に
話
し
合

い
を
し
て
大
和
合
の
精
神
で
解
決
す
れ
ば
い
い

の
で
す
。

ま
り
、
今
の
日
本
は
遺
伝
子
が
混
ざ
っ
て
い
る

状
態
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
住
み
着
い
た

頃
は
合
衆
国
の
時
代
で
、
そ
れ
が
融
合
し
て
一

つ
の
国
を
形
成
し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
融
合
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
精
神
文
化
を
築

き
上
げ
、
現
代
の
生
活
に
自
然
と
織
り
込
ま
れ

て
い
る
の
で
す
。
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東
光
苑
春
季
大
祭

東
光
苑
春
季
大
祭
は
、
４
月
12
日
午
前
10
時
30

分
か
ら
、
教
主
さ
ま
ご
臨
席
、
斎
主
・
出
口
眞
人

氏
の
も
と
執
行
さ
れ
、
６
１
０
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
各
主
会
祭
務
部
長
、
少
年
祭
員
は
、
神
奈

川
主
会
の
下
向
菜
々
美
さ
ん
、
草
野
友
哉
く
ん
、

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
が
担
当
し
た
。

午
前
９
時
過
ぎ
、
教
主
さ
ま
は
東
光
苑
に
ご
到

着
さ
れ
、
高
野
社
中
が
添
釜
を
担
当
す
る
、
東
光

庵
に
ご
入
席
さ
れ
た
。

祭
典
は
伶
人
・
祭
員
入
殿
の
後
、
祓
式
行
事
、

献
饌
と
進
み
、
教
主
さ
ま
が
ご
昇
殿
。
斎
主
が
「
東

光
苑
春
季
大
祭
祝
詞
」、「
大
三
災
小
三
災
鎮
静
・

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

５
月４

日
（
祝
・
月
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
︵
１
１
３
年
︶

　

教
主
補
︵
１
１
８
年
︶
聖
誕
祭

５
日
（
祝
・
火
）
午
前
10
時
30
分
執
行

 

開
教
１
２
３
年 

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

10
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

20
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

日
本
人
と
〝
は
ら
い
〟

～
目
に
見
え
な
い
も
の
を
大
切
に
生
き
る
～

講
師

成
尾　

陽
︵
大
本
教
学
委
員
︶

６
月14

日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
祭
典
・

市
杵
島
姫
命
例
祭

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

祝
詞
の
こ
こ
ろ

～
神
に
奏
上
す
る
言
霊
～

講
師

出
口
眞
人

︵
大
道
場
講
師
・
社
会
福
祉
法
人
愛
善
信
光
会
理
事
長
︶

28
日
（
日
） 

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

 

東
京
本
部
直
属
信
徒
研
修
会

東
日
本
大
震
災
復
興
・
放
射
能
汚
染
並
び
に
原
子

力
発
電
終
息
祈
願
祝
詞
」、「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
即
時
撤

退
祈
願
祝
詞
」
を
奏
上
し
た
。
次
い
で
玉
串
捧
奠

に
移
り
、
教
主
さ
ま
、
斎
主
に
続
き
、
各
代
表
者

と
誕
生
月
の
参
拝
者
が
敬
け
ん
に
玉
串
を
さ
さ
げ

た
。
そ
の
後
、
教
主
さ
ま
ご
先
達
で
感
謝
祈
願
詞

を
奏
上
、
讃
美
歌
を
斉
唱
し
た
。
引
き
続
き
、
市

杵
島
姫
命
礼
拝
に
う
つ
り
、
教
主
さ
ま
の
ご
先
達

で
天
津
祝
詞
を
奏
上
し
祭
典
を
終
了
し
た
。

祭
典
後
に
は
、
木
村
郡
志
千
葉
主
会
次
長
が
﹃
大

本
神
諭
﹄
を
拝
読
。
続
い
て
、浅
田
秋
彦
本
部
長
と
、

出
口
眞
人
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
能
舞
台
で
は
、
宮
咩
会
関
東
支
部
に
よ

る
八
雲
琴
﹃
岩い

わ
ふ
え
ふ
り

笛
曲
﹄
と
神
奈
川
主
会
青
少
年
部

に
よ
る
朗
詠
が
奉
納
さ
れ
た
。

直
会
後
に
は
、
教
主
さ
ま
か
ら
中
学
生
以
下
の

少
年
部
員
と
幼
児
に
お
菓
子
が
手
渡
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
教
主
さ
ま
は
ご
神
前
で
、
参
拝
者
と

の
ご
面
会
を
お
受
け
に
な
り
、
親
し
く
お
声
を
掛

け
ら
れ
た
。

午
後
４
時
40
分
、
教
主
さ
ま
は
多
く
の
参
拝
者

の
お
見
送
り
を
お
受
け
に
な
り
、
東
光
苑
を
後
に

さ
れ
た
。

ま
た
、
前
日
の
11
日
に
は
、
都
内
で
「
教
主
さ

ま
を
お
囲
み
し
て
の

夕
食
会
」
が
開
か
れ
、

関
東
在
住
の
青
松
会

員
と
青
年
部
員
ら
56

人
が
参
加
し
、
和
や

か
な
一
時
を
過
ご
し

た
。
新
入
信
徒

新
入
信
徒
研
修
会

(

春
の
集
い

)

新
入
信
徒
研
修
会
︵
春
の
集
い
︶
は
、
４
月
５

日
午
前
９
時
30
分
か
ら
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を

会
場
に
開
催
さ
れ
、
遠
近
各
地
か
ら
15
人
が
参
加
。

参
加
者
は
、
実
習｢

お
礼
拝
の
仕
方
と
そ
の
心

得
」、
講
話｢

大
本
の
使
命
と
ご
神
業
奉
仕
」｢

ま

つ
り
に
つ
い
て
～
神
さ
ま
へ
の
感
謝
と
祈
り
～｣

「
信
仰
生
活
の
あ
り
方
～
ご
神
書
・
機
関
誌
紹
介
～
」

を
受
講
し
た
ほ
か
、
基
本
宣
伝
歌
の
拝
誦
と
愛
善

歌
の
実
習
、
茶
席
入
席
、
お
作
品
拝
観
、
総
合
質

問
会
を
行
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
大
本
の
み
教
え
の
一
端
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
」
な
ど
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
４
６
回
﹃
大
本
公
開
講
座
﹄
は
、
４
月
15

日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開

催
さ
れ
、
田
辺
謙
二
・
大
本
教
学
委
員
が
「
霊
界

の
実
在
と
永
遠
の
生
命—

こ
の
世
で
学
ぶ
〝
あ
の

世
〟
の
話—

」
と
題
し
て
講
演
し
た
。
参
加
者
は

33
人
︵
内
、
一
般
12
人
︶。

講
座
で
は
、
天
国
に
行
く
に
は
常
に
省
み
て
、

自
分
の
良
心
に
従
っ
て
進
む
こ
と
が
大
切
だ
と
説

い
た
。

参
加
者
か
ら
は
、

「
霊
界
の
様
子
を
聞
い

て
、
生
き
て
い
る
意

味
を
知
っ
た
︵
男
性
・

一
般
︶」
等
の
声
が
寄

せ
ら
れ
た
。

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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一人ひとりご面会いただいた

教主さまご先達で感謝祈願詞奏上

生きている間の努力が大事


