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1　　　阿づまの光

日
々
に
踏
み
し
実
地
の
経
験
は

　
　
　
学
説
よ
り
も
遥
か
に
た
ふ
と
し

理
想
の
形
を
め
ざ
し
て
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
祭
務
課
長
　
高た

か

野の

春は
る

樹き

教
主
さ
ま
が
東
光
苑
春
季
大
祭
に
ご
臨
席
に
な
ら
れ
、
久
し
ぶ
り
に
典
礼
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
綾
部

で
は
月
次
祭
や
教
御
祖
様
の
毎
年
祭
で
教
主
典
礼
を
務
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
と
て
も
懐
か
し
く
感
じ
ま
し
た
。

緊
張
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
典
礼
は
後
ろ
を
見
ら
れ
な
い
の
で
、
速
度
が
速
い
の
か
遅
い
の
か
分

か
ら
ず
、
総
じ
て
ゆ
っ
く
り
歩
く
の
が
習
性
ら
し
く
、「
も
っ
と
速
く
」
と
お
声
掛
け
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
斎
主
は
こ
ち
ら
で
は
数
回
務
め
た
だ
け
で
す
が
、
綾
部
時
代
に
も
何
度
か
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
長
生
殿
の
梅
松
苑
月
次
祭
で
一
回
、
み
ろ
く
殿
と
緑
寿
館
の
月
次
祭
は
数
回
ず
つ
い
た
し
ま
し
た
。
ち
な
み

に
綾
部
最
後
は
緑
寿
館
月
次
祭
の
斎
主
で
し
た
。
大
神
様
へ
の
祝
詞
奏
上
な
の
に
、
正
中
を
通
り
過
ぎ
、
祭
員
Ｓ

氏
に
厳
し
い
目
つ
き
で
に
ら
ま
れ
て
引
き
返
す
と
い
う
失
態
を
演
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
冷
や
汗
を
か
き
つ
つ
最

後
ま
で
務
め
ま
し
た
が
、
今
で
も
信
じ
ら
れ
な
い
出
来
事
で
し
た
。

斎
主
は
、
参
拝
者
を
代
表
し
て
神
さ
ま
へ
の
お
願
い
事
を
、
言
霊
で
お
伝
え
す
る
取
り
次
ぎ
役
な
の
で
、
祝
詞

奏
上
は
、
安
易
に
は
宜む

べ

で
き
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
来
は
無
心
で
お
伝
え
す
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
先
達
と
し
て
の
祝
詞
奏
上
も
、
一
人
の
時
と
は
違
い
ま
す
。
一
人
の
時
は
自
分
の
速
さ
で
で
き
ま
す
が
、

大
勢
の
時
は
奏
上
す
る
速
さ
を
う
ま
く
調
整
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
慣
れ
ま
せ
ん
。

斎
主
に
し
て
も
先
達
に
し
て
も
、
こ
の
先
、
何
回
務
め
ら
れ
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
の
機
会

を
「
一
期
一
会
」
と
思
い
、
務
め
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
時
そ
の
時
の
体
験
は
二
度
と
は

で
き
な
い
の
で
す
。
日
々
の
精
進
の
中
か
ら
理
想
の
形
が
身
に
付
い
て
く
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
ひ
と
時
も
無

駄
に
過
ご
せ
な
い
な
と
思
い
つ
つ
、
日
々
励
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
七
福
神
・
布
袋
」

【
ヨ
ル
ダ
ン
土
＋
本
宮
山
松
釉
】
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者
も
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
時
代
を
迎
え
て

い
る
の
で
す
。

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、〝
こ
と
む
け
や

わ
す
〟
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
と
む
け
や
わ
す
と
は
「
言
葉
を
向
け

て
平
和
に
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、こ
れ
は
﹃
古

事
記
﹄
に
も
出
て
く
る
単
語
で
す
。

元
気
を
増
や
す
要
素

健
康
に
生
き
る
た
め
に
は
、
何
が
大
事
か
。

今
ま
で
は
病
気
に
な
る
可
能
性
を
減
ら
す
こ
と

が
、
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
も
う

一
つ
に
、
元
気
に
な
る
要
素
を
増
や
す
と
い
う

考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、〝
感
謝
・

希
望
・
生
き
が
い
〟
と
い
っ
た
要
素
が
大
事
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
病
気
が
な
い
こ
と
が

元
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
気
で
あ
っ
て
も
元

気
な
人
は
い
る
の
で
す
。
元
気
な
要
素
を
増
や

す
こ
と
で
、
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

そ
れ
は
、
健
康
な
部
分
を
資
源
と
捉
え
、
そ

の
資
源
を
ど
う
活
用
す
る
か
、
ど
う
伸
ば
す
か

が
大
事
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。
病
気
を
と
り

除
く
の
で
は
な
く
、
健
康
な
部
分
を
ど
う
伸
ば

す
か
、
そ
れ
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

言
わ
れ
は
じ
め
て
き
ま
し
た
。
健
康
創
生
論
と

い
う
考
え
方
で
す
。

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア

ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
は
、
知
識
と
技
術

を
中
心
と
す
る
科
学
的
医
療
の
ほ
か
に
、「
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
が
加
わ
れ
ば
、
も
っ
と

素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
に
つ
い
て
、
あ

る
論
文
で
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
心
筋
梗
塞
で

入
院
し
た
患
者
が
６
カ
月
後
に
、
死
亡
率
を
含

め
て
ど
う
な
っ
た
か
を
調
査
し
た
の
で
す
。「
エ

モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
︵
情
緒
的
な
支
援
︶」

を
し
て
く
れ
る
人
が
２
人
以
上
い
る
人
は
、
死

亡
率
が
低
い
と
い
う
結
果
で
し
た
。「
エ
モ
ー

欠
陥
問
題
が
起
き
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
市

民
運
動
な
ど
が
勃
発
し
、
消
費
者
対
製
造
者
と

い
う
関
係
性
が
う
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
原
発
の

再
稼
動
を
と
っ
て
も
、
原
子
力
の
研
究
を
し
て

い
る
科
学
者
は
、
原
発
の
開
発
で
生
活
し
て
い

ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
原
発
に
不
利
な
こ
と
は
言

い
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
科
学
者
対
市
民
と

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
医
療

こ
れ
か
ら
は
患
者
を
勇
気
づ
け
て
、
寄
り
添

う
方
向
へ
の
医
療
が
重
要
視
さ
れ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
患
者
と
医
療
者
が
敵
対

す
る
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
患
者
と
医
療

者
が
対
話
を
し
て
、
協
働
関
係
を
つ
く
る
こ
と

が
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

現
状
で
は
、
患
者
に
頼
ら
せ
よ
う
と
い
う
医

療
者
が
い
る
の
と
同
時
に
、
医
療
者
に
頼
ろ
う

と
い
う
患
者
が
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
で
す

か
ら
医
療
者
だ
け
で
な
く
、
患
者
も
変
わ
ら
な

く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
素
人
は
知
ら
な
く

て
よ
い
と
い
う
医
療
は
無
く
な
る
で
し
ょ
う

し
、
患
者
も
医
療
者
に
対
し
、
決
定
権
を
す
べ

て
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
患
者
自
身
の
価
値
観

で
、
生
き
て
い
き
た
い
方
向
を
伝
え
る
こ
と
が

大
事
に
な
り
ま
す
。
現
状
の
対
立
関
係
や
依
存

関
係
を
一
度
壊
し
て
、
新
し
い
協
働
す
る
関
係

性
を
つ
く
る
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
〝
患
者
に
学
ぶ
、
患
者
も
学
ぶ
〟
を

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
、
大
学
で
対
話
型
講
座
を

行
っ
て
い
ま
す
。

人
と
細
胞
に
共
通
す
る
多
様
性

ヒ
ト
は
約
60
兆
個
の
細
胞
か
ら
形
成
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
部
同
じ
遺
伝
子
の
細
胞

で
す
。
同
じ
遺
伝
子
な
の
に
、
そ
の
置
か
れ
た

場
所
・
環
境
︵
脳
・
心
臓
・
肺
な
ど
︶
に
応
じ
て
、

細
胞
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
営
ん
で
い
る
の
で

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
応
じ
た
機
能
を
発
揮

す
る
よ
う
な
細
胞
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ

れ
を
多
様
性
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
多
様
性
は
細
胞
だ
け
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
も
細
胞
と
同
じ
よ
う

に
、
社
会
の
中
や
周
り
の
環
境
の
中
で
、
自
ら

の
状
況
を
感
知
し
て
調
和
を
し
た
り
、
自
ら
を

制
御
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
要
す
る
に
社

会
や
周
囲
の
環
境
が
複
雑
と
な
り
高
度
化
す
る

ほ
ど
、
周
り
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
大

切
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
、
人
々
は
周
り
と
上

手
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︵
連
帯
︶
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
代
に
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、人
間
の
体
に
は
〝
一
体
感
〟
が
備
わ
っ

て
い
ま
す
。
同
じ
思
考
を
持
つ
人
と
一
緒
に
い

れ
ば
心
地
良
い
し
、
逆
に
反
対
意
見
は
煩
わ
し

い
。
し
か
し
、
な
に
か
一
つ
目
標
が
あ
れ
ば
一

体
感
を
も
っ
て
は
た
ら
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
一
体
感
と
連
帯
を
必
要
と
す
る
の

が
人
間
の
特
徴
と
言
え
ま
す
。
人
類
は
、
は
じ

め
親
の
世
話
に
な
ら
な
い
と
生
き
て
い
け
ま
せ

ん
。
親
に
依
存
し
て
い
た
世
界
か
ら
、
徐
々
に

社
会
の
中
で
多
く
の
人
に
依
存
す
る
。
そ
れ
が

独
立
で
す
。
一
人
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
独
立

で
は
な
い
の
で
す
。
人
類
は
本
来
力
の
弱
い
動

物
で
、
社
会
を
作
る
こ
と
に
よ
り
繁
栄
し
て
い

ま
す
。
社
会
を
離
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
す
。

各
分
野
で
協
働
関
係
を

社
会
の
共
有
財
産
で
あ
る
医
療
を
、
い
か
に

上
手
く
活
用
し
て
い
く
か
。
社
会
の
全
員
が
参

加
し
、
各
自
が
貢
献
し
、
多
様
性
を
力
と
し
、

協
働
関
係
に
お
け
る
医
療
を
実
行
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

大
本
で
は
、
人
生
の
目
的
は
「
地
上
天
国
の

建
設
」
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
地

上
天
国
の
建
設
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が

自
律
、
独
立
し
、
そ
の
個
性
・
多
様
性
を
発
揮
し
、

か
つ
周
り
の
多
く
の
人
と
つ
な
が
り
を
も
ち
、

依
存
・
連
携
し
、
こ
の
地
上
に
生
ま
れ
た
こ
と

を
そ
れ
ぞ
れ
の
信
じ
る
神
に
感
謝
で
き
る
世
の

中
を
築
く
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

〝
こ
と
む
け
や
わ
す
〟
を
通
し
て
、
社
会
の

中
に
協
働
の
関
係
性
を
つ
く
る
こ
と
で
「
み
ろ

く
の
世
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

医
療
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
様
々
な
分
野
で
協

働
の
関
係
性
を
築
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

シ
ョ
ナ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
」
と
は
、
入
院
前
や
病

気
を
発
症
す
る
前
に
、
そ
の
人
が
抱
え
て
い
る

問
題
を
相
談
で
き
た
り
、
難
し
い
決
断
を
助
け

て
く
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
人
が
２
人
以
上
い

る
と
死
亡
率
は
低
い
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
人
は
社
会
的
な
関
係
性
が

良
好
な
中
で
、
健
康
が
増
進
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
人
に
ど
れ
だ
け
支

え
ら
れ
て
い
る
か
が
、入
院
し
た
後
の
予
後
︵
病

気
が
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
︶
に
、
大
き
く

影
響
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
す
。

対
立
関
係
を
生
む
理
由

今
ま
で
の
医
療
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

権
威
の
医
学
と
か
脅
し
の
医
学
で
「
こ
ん
な
こ

と
し
た
ら
ダ
メ
だ
」
と
い
い
聞
か
せ
る
医
学
で

し
た
。
そ
の
中
で
、
自
立
心
の
芽
生
え
た
患
者

は
医
療
者
に
不
信
感
を
抱
き
対
立
し
て
し
ま

う
。
こ
の
よ
う
な
対
立
が
あ
る
と
、
例
え
ば
病

気
に
な
っ
た
と
き
に
、
前
述
の
よ
う
に
相
談
で

き
る
相
手
が
い
た
場
合
、
死
亡
率
が
低
い
と
あ

り
ま
し
た
が
、
患
者
が
医
療
者
を
信
用
で
き
ず
、

医
療
に
つ
い
て
相
談
が
で
き
な
い
状
態
に
な
る

と
、
死
亡
率
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

近
代
社
会
に
お
い
て
、
製
品
を
大
量
生
産
・

消
費
す
る
と
、
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
が
り
ま

す
が
、
い
つ
し
か
こ
の
流
れ
の
中
で
、
公
害
や

こ
と
む
け
や
わ
す

今
、
激
動
す
る
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
世

界
の
あ
ら
ゆ
る
国
で
、
大
き
な
出
来
事
が
起
き

て
い
て
、
大
き
な
時
代
の
変
わ
り
目
を
迎
え
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
と
っ
て
は
、
明
治

維
新
以
来
の
変
わ
り
目
で
す
。
政
府
は
積
極
的

平
和
主
義
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
平
和
主
義
と

い
っ
て
も
、
武
器
に
は
武
器
で
対
抗
し
よ
う
と

す
る
動
き
で
す
。
ど
の
国
も
、
あ
ま
り
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
資
本
主
義

が
崩
壊
す
る
前
触
れ
で
は
な
い
か
と
、
経
済
学

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
２
月
18
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

～
医
療
に
お
け
る
対
話
か
ら
協
働
の
関
係
へ
～

医師・慶應義塾大学
看護医療学部教授

加藤眞三

「患者に学ぶ、患者も学ぶ」
患者と医療者が敵であってはならない。
患者と医療者がお互いに対話をして、

対立の関係から、協働の関係へ。

こ
と
む
け
や
わ
す
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企
業
繁
栄
祈
願
祭

第
33
回
企
業
繁
栄
祈
願
祭
は
、
４
月
26
日
午
前

10
時
30
分
か
ら
執
り
行
わ
れ
、
56
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
は
祓
式
行
事
、
大
神
奏
上
に
続
い
て
、
斎

主
が
市
杵
島
姫
命
さ
ま
に
「
企
業
繁
栄
祈
願
祭

祝
詞
」
を
奏
上
。
全
国
か
ら
申
し
込
ま
れ
た
、

１
８
０
社
の
企
業
名
が
読
み
あ
げ
ら
れ
、
世
界
経

済
の
発
展
と
繁
栄
を
祈
願
し
た
。

次
い
で
、
各
企
業
の
代
表
者
が
玉
串
を
捧
奠
し
、

一
同
で
「
神
言
」
を
奏
上
、
讃
美
歌
を
斉
唱
し
た
。

祭
典
後
、
東
光
経
友
会
を
代
表
し
て
、
猪
子
恒

代
表
幹
事
が
あ
い
さ
つ
。
そ
の
後
、
朝
倉
泰
・
朝

倉
染
布
株
式
会
社
取
締
役
会
長
が
「
苦
節
１
２
３

年
」
と
題
し
て
記
念
講
演
を
行
っ
た
。
聖
師
さ
ま

の
「
信
仰
と
誠
意
と

努
力
な
き
時
は
い
か

な
る
事
業
も
栄
え
ざ

る
べ
し
」
の
お
歌
を

紹
介
し
、
経
営
に
対

す
る
誠
意
と
努
力
の

大
切
さ
を
起
業
の
歴

史
と
と
も
に
講
話
し

た
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
即
時
撤
退
要
求
街
頭
活
動

　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
即
時
撤
退
要
求
街
頭
活
動
は
、
５

月
９
日
、
都
内
３
箇
所
で
行
わ
れ
、
関
東
教
区
の

宣
信
徒
ら
が
参
加
し
た
。

　

活
動
に
先
立
ち
、
午
後
１
時
か
ら
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
で
勉
強
会
が
開
か
れ
た
。︵
参
加
者
41
人
︶

　

は
じ
め
に
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
即
時
撤
退
祈
願
祝
詞
」

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

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
平
和
祈
願
祭
・

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
9
時
30
分
（
受
付
）
〜
午
後
４
時
30
分

 

東
京
本
部
直
属
信
徒
研
修
会

７
月12

日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

  

東
光
苑
月
次
祭

15
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

芸
術
は
宗
教
の
母

～
大
本
の
芸
術
文
化
活
動
～

講
師

尾
﨑
泰
良
︵
大
道
場
講
師
︶

と
「
神
言
」
を
奏
上
。
続
い
て
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
即

時
撤
退
要
求
活
動
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
稲
垣

裕
彦
人
類
愛
善
会
副
会
長
が
講
話
し
た
。
そ
の
後
、

参
加
者
は
上
野
・
渋
谷
・
有
楽
町
へ
移
動
し
、
街

頭
で
チ
ラ
シ
配
布
活
動
を
し
た
。︵
参
加
者
35
人
︶

な
お
、
同
日
午
前
11
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
、

木
根
幹
博
愛
善
宣
教

部
長
を
隊
長
と
す
る

本
部
奉
仕
者
19
人
が

東
京
に
出
向
し
、
右

記
３
箇
所
で
街
頭
活

動
を
行
っ
た
。

こ
の
日
の
配
布

チ
ラ
シ
の
総
数
は

３
５
２
３
枚
だ
っ

た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
５
月
10

日
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
高
野
春
樹
祭
務

課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
４
０
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
千
葉
主
会
、
少
年
祭
員
は
東
京
主
会
の

鈴
木
愛あ

い

な徠
さ
ん
、
涌
井
三
四
郎
く
ん
、
伶
人
は
宮

咩
会
関
東
支
部
、
大

本
神
諭
拝
読
は
長
友

智
栃
木
主
会
長
、
添

釜
は
東
京
主
会
玉
松

分
所
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
猪
子
恒

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

次
長
に
続
き
、
木
根

幹
博
愛
善
宣
教
部
長

が
あ
い
さ
つ
に
立

ち
、
教
主
さ
ま
の
過

去
の
ご
あ
い
さ
つ
文

を
紹
介
し
な
が
ら
、

「
わ
れ
よ
し
の
心
を

取
り
払
っ
て
、
省
み
・

悟
り
・
祈
り
・
為
す

こ
と
は
、
身
魂
磨
き

に
つ
な
が
る
。
そ
の

上
で
、
有
形
無
形
の

ご
用
に
直
接
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
神
さ

ま
は
め
ぐ
り
を
取
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
こ
と
を

忘
れ
ず
、
こ
れ
か
ら
の
ご
用
に
、
共
々
ま
い
進
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。
次
い
で
西
山

桂
一
郎
大
本
青
年
部
長
か
ら
、
夏
期
行
事
へ
の
参

加
送
り
出
し
に
つ
い
て
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
奉
納
行
事
に
う
つ
り
、
東
京
主
会
に
よ

る
愛
善
歌
「
覚
醒
」
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
合
唱
さ
れ

た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
４
７
回
﹃
大
本
公
開
講
座
﹄
は
、
５
月
20

日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開

催
さ
れ
、
成
尾
陽
・

大
本
教
学
委
員
が

「
日
本
人
と
〝
は
ら

い
〟̶

目
に
見
え
な

い
も
の
を
大
切
に
生

き
る̶

」
と
題
し
て

講
演
し
た
。
参
加
者

は
31
人
︵
内
、
一
般

12
人
︶。

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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清々しい歌声が殿内に響き渡った

会社経営の基本は信仰

渋谷での街頭活動の様子あいさつする木根幹博・愛善宣教部長

講
座
で
は
、
日
本
人
が
自
然
の
な
か
で
育
ん
だ

文
化
を
紹
介
し
な
が
ら
、
神
道
の
〝
は
ら
ひ
〟
と

祈
り
の
関
係
性
を
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
日
本
の
伝
統
文
化
の
大
切
さ

を
改
め
て
思
い
ま
し
た
︵
男
性
・
一
般
︶」
等
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

日本の風習や言葉について詳しく話した


