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1　　　阿づまの光

己お
の

が
身
を
か
へ
り
み
ず
し
て
世
の
た
め
に

　
　
　
　
尽
く
す
人
こ
そ
国
の
美み

た
か
ら宝

天
地
和
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
管
理
課
長
　
藤

本

　

光

平
成
２
年
９
月
23
日
、
三
代
教
主
さ
ま
の
ご
昇
天
の
報
を
、
私
は
こ
の
東
京
本
部
で
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、

東
京
本
部
の
奉
仕
者
全
員
、
深
い
悲
し
み
と
混
乱
の
中
、
聖
地
へ
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
信
徒
の

皆
さ
ま
に
、
ま
ず
こ
の
東
京
本
部
で
も
三
代
さ
ま
へ
弔
慰
の
お
参
り
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
体
制
を
整
え
る

こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
能
舞
台
に
八
足
台
を
し
つ
ら
え
、
三
代
さ
ま
の
お
写
真
を
置
か
せ
て
い
た
だ
き
、
お
供

え
物
や
お
花
を
飾
り
ま
し
た
。
数
多
く
の
問
い
合
わ
せ
の
電
話
も
あ
り
、
誰
も
が
気
持
ち
の
整
理
が
つ
か
な
い
状

況
で
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
早
く
も
25
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
三
代
さ
ま
は
、
私
の
年
代
で
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
青
年
期
に
か
け

て
の
時
代
が
、
ま
さ
に
教
主
さ
ま
の
時
代
で
す
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
両
親
や
ま
わ
り
の
信
徒
の
方
々
か
ら
、
三
代

さ
ま
か
ら
の
お
か
げ
話
等
を
よ
く
耳
に
し
ま
し
た
。
特
に
父
親
の
体
験
談
で
、
竹
田
時
代
に
三
代
さ
ま
と
農
作
業

を
共
に
し
、
お
茶
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
昭
和
38
年
の
夏
、
私
が
３
歳
の
時
、
和
歌
山
の
田
舎
に
、
三
代

さ
ま
と
当
時
の
聖
子
さ
ま
（
四
代
さ
ま
）
を
お
迎
え
し
捕
鯨
船
に
お
乗
り
い
た
だ
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
後
、
父

が
三
代
さ
ま
か
ら
直
接
お
送
り
い
た
だ
い
た
何
通
か
の
お
手
紙
を
、
満
面
の
笑
み
で
私
た
ち
子
ど
も
に
読
み
聞
か

せ
て
く
れ
た
こ
と
等
、
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

こ
う
し
て
、
繰
り
返
し
三
代
さ
ま
の
お
話
を
聞
く
う
ち
に
、
子
ど
も
な
が
ら
も
大
本
の
神
さ
ま
、
歴
代
教
主
さ

ま
の
偉
大
さ
が
、
理
屈
を
超
え
て
感
じ
る
よ
う
に
な
り
今
日
に
至
り
ま
し
た
。
私
よ
り
多
く
の
先
輩
信
徒
の
方
々

も
、
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
三
代
さ
ま
の
思
い
出
が
た
く
さ
ん
お
あ
り
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

ご
案
内
の
通
り
こ
の
11
月
１
日
、
三
代
教
主
さ
ま
の
ご
生
涯
が
綴
ら
れ
た
『
天
地
和
合
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

み
ろ
く
の
世
の
姿
を
身
を
も
っ
て
実
現
す
る
、
三
代
教
主
さ
ま
の
時
代
か
ら
こ
れ
か
ら
も
続
く
「
報
身
み
ろ
く
の

神
業
時
代
」。
五
代
教
主
さ
ま
の
今
日
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
教
主
さ
ま
の
御
心
に
近
づ
け
る
よ
う
、
自
身
の
信

仰
生
活
の
あ
り
方
を
し
っ
か
り
と
省
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
の
ご
ろ
で
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
岡
の
上
の
ぶ
ど
う
園
」

【
金
龍
海
土
＋
明
日
香
ぶ
ど
う
釉
】



3　　　阿づまの光 阿づまの光　　　2

多
く
の
人
に
心
か
ら
楽
し
ん
で
観
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

王
仁
三
郎
聖
師
は
宗
教
家
の
他
に
芸
術
家
、

哲
学
者
と
い
っ
た
顔
を
も
っ
て
い
ま
す
。
多
く

の
預
言
や
、
霊
能
力
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

社
会
的
に
は
宗
教
家
と
し
て
名
が
通
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
王
仁
三
郎
聖
師
の
芸
術
作
品
は
、

一
般
の
芸
術
家
と
列
を
並
べ
て
評
価
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
社
会
的
に
宗
教
と
い

う
縛
り
が
な
け
れ
ば
芸
術
家
と
し
て
、
そ
の
道

で
一
流
と
称
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

芸
術
は
宗
教
の
母

「
宗
教
は
芸
術
の
母
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

宗
教
は
絵
画
、
建
築
、
音
楽
な
ど
多
く
の
芸
術

作
品
を
生
み
、
文
化
の
興
隆
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
王
仁
三
郎
聖
師
の

芸
術
観
は
さ
ら
に
大
き
く
、「
芸
術
は
宗
教
の

母
」
と
し
て
、
芸
術
こ
そ
が
宗
教
を
生
ん
だ
の

だ
と
示
し
ま
し
た
。

人
が
つ
く
り
だ
し
た
作
品
の
み
を
指
し
て
芸

術
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
天
地
間
の
森
羅
万
象

そ
の
も
の
が
、
神
の
芸
術
的
産
物
で
あ
る
と
説

い
た
の
で
す
。
人
智
の
及
ば
な
い
自
然
の
発
す

る
美
し
さ
に
感
応
す
る
心
が
慈
愛
を
育
み
、
そ

れ
が
宗
教
の
根
幹
を
な
す
情
動
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

芸
術
と
宗
教
は
人
生
の
嚮き

ょ
う
ど
う
し
ゃ

導
者

要
す
る
に
宗
教
と
芸
術
の
ど
ち
ら
も
、
神
の

存
在
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
ま
せ
ん
。
宗
教
は

〝
祈
り
〟、
芸
術
は
〝
美
〟
に
よ
っ
て
、
神
の
実

在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
本
の
特
徴

は
、
芸
術
活
動
や
稽
古
事
を
奨
励
し
て
芸
術
を

信
仰
生
活
の
な
か
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。「
信
仰
即
芸
術
即
生
活
」
が
大
本
の
教
風

と
い
わ
れ
る
由
縁
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

大
本
に
は
、「
人
は
神
の
子
、
神
の
宮
」
と

い
う
教
え
が
あ
り
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
〝
神

性
〟
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
〝
神
性
〟
を
開
発
す
る
こ
と
で
、
心
が
豊

普
段
か
ら
美
し
い
も
の
に
触
れ
る
こ
と
は
、

善
意
に
満
ち
た
生
活
を
送
る
上
で
と
て
も
大
切

な
の
で
す
。
宗
教
も
芸
術
も
、
そ
の
根
底
に
あ

る
も
の
に
触
れ
る
こ
と
で
、
心
か
ら
〝
愛
〟
を

も
っ
て
人
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

一
歩
、
踏
み
出
し
て

「
あ
ま
り
鑑
賞
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
芸

術
的
な
価
値
観
が
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
方

が
い
ま
す
が
、
何
事
も
興
味
を
持
と
う
と
す
る

心
が
け
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
草
花
に
興
味
の
な
い
人
で
も
、
一

つ
花
の
名
前
を
覚
え
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
関
心
が

広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
花
を
公
園
や
道
端

で
見
か
け
る
と
愛
着
が
湧
い
て
、
次
第
に
他
の

花
の
こ
と
も
調
べ
て
み
よ
う
と
興
味
が
広
が
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
然

の
果
て
し
な
い
世
界
を
知
り
、
物
事
に
対
し
て

謙
虚
な
姿
勢
が
生
ま
れ
ま
す
。

芸
術
は
決
し
て
高
尚
な
世
界
で
は
な
く
、
関

心
や
興
味
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
自
然
や
芸
術
に
触
れ
て
、
素
直
に
「
美
し

い
な
」
と
感
じ
る
心
は
神
性
な
の
で
す
か
ら
、

決
し
て
特
別
な
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。

美
か
ら
の
門
戸

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、「
神
に
通
じ
る
門
戸
」

と
し
て
三
つ
を
示
し
て
い
ま
す
。
神
に
通
じ
る

と
は
「
神
の
実
在
を
覚さ
と

る
」
と
表
現
し
て
も
よ

い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
真
理
に
よ
っ
て
神
に
通
じ
る
道

で
、
学
問
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
規
則
正
し

い
天
体
の
運
行
や
、
遺
伝
子
の
発
見
な
ど
、
人

類
は
自
然
科
学
の
分
野
で
様
々
な
こ
と
を
立
証

し
ま
し
た
が
、
究
明
し
て
く
と
深
奥
に
何
か
偉

大
な
力
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。二

つ
目
は
、
善
や
愛
か
ら
神
を
感
じ
る
道
で

す
。
こ
れ
は
宗
教
や
道
徳
に
あ
た
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
、
よ
ほ
ど
卓
越
し
た

科
学
者
、
哲
学
者
や
、
祈
り
に
徹
し
た
宗
教
家

で
な
い
と
、
な
か
な
か
到
達
で
き
な
い
境
域
で

す
。そ

こ
で
三
つ
目
を
神
さ
ま
は
準
備
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
が
〝
美
〟
に
よ
っ
て
通
じ
る
道
で
す
。

大
本
で
は
神
に
通
じ
る
に
は
「
美
か
ら
の
門
戸
」

が
最
も
容
易
だ
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
美
を
感

じ
る
こ
と
は
、
本
来
は
誰
も
が
持
っ
て
い
て
、

神
の
み
心
に
到
達
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。
美
し
い
も
の
に
対
し
て
「
あ
ぁ
美

し
い
な
」「
心
が
和
む
な
」
と
思
っ
た
と
き
に
、

神
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
感
性
を
発
揮
す
る
こ
と
こ
そ

が
、「
美
か
ら
の
門
戸
」
の
神
髄
と
も
教
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

人
生
を
歩
む
上
で
大
切
な
力

「
芸
術
は
宗
教
の
母
」「
芸
術
と
宗
教
は
人
生

の
嚮
導
者
」「
美
か
ら
の
門
戸
」、
こ
の
三
つ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
大
本
の
芸
術
観
を
表
現
し
た

も
の
と
言
え
ま
す
が
、
あ
と
一
つ
大
切
な
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
物
事
を
観
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
を
見
抜
く
力
、
洞
察
力

を
磨
く
こ
と
で
す
。

過
去
に
出
口
直
日
三
代
教
主
か
ら
、「
物
事

を
じ
っ
と
観
察
で
き
る
人
は
魂
が
鎮
ま
っ
て
い

ま
す
」
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
芸
術
に
精
通
し
て
い
る
と
か
、
造
詣
が
深

い
と
か
に
関
係
な
く
、
心
を
鎮
め
、
作
品
を
観

る
。
自
分
の
好
み
か
ど
う
か
か
ら
始
ま
り
、
他

の
作
品
と
の
違
い
を
比
べ
、
そ
の
作
品
に
隠
さ

れ
た
力
や
、
霊
性
を
感
じ
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
質
と
い
う
も
の
が
次
第
に
み
え
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
芸
術
作
品
に
限
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る

事
物
に
対
し
て
〝
本
質
を
見
抜
く
力
〟
を
つ
け

る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
人
生
を
送
る
上
で
、

と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
良
い
も
の
、
本

物
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
目
利
き
で
き

れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
充
実
し
た
人
生
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

大
本
の
歴
代
教
主
・
教
主
補
が
作
品
を
数
多

く
残
さ
れ
た
の
は
、
本
質
を
見
極
め
る
目
を
養

う
た
め
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
に
な
り
、
充
実
し
た
人
生
を
歩
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

美
し
い
も
の
を
〝
美
し
い
〟
と
感
じ
る
心
は
、

性
別
や
年
齢
な
ど
に
関
係
な
く
、
万
人
に
共
通

し
て
与
え
ら
れ
た
感
性
で
す
。
こ
の
感
性
は
神

性
で
も
あ
る
わ
け
で
、
美
意
識
が
高
ま
れ
ば
、

そ
の
人
は
神
心
に
近
づ
く
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
。美

の
感
性
は
理
性
や
理
屈
で
培
わ
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
自
然
や
芸
術
作
品

に
数
多
く
触
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
深
奥
に
あ
る

本
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
次
第
に
心
が
高

尚
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

祈
る
だ
け
が
、
神
に
通
じ
る
道
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
な
に
か
真
に
美
し
い
も
の
に
触
れ
る
だ

け
で
も
、
神
へ
と
通
じ
て
い
く
の
で
す
。

美
に
対
す
る
相
応
の
理

き
れ
い
な
花
を
見
た
り
、
美
し
い
自
然
に
囲

ま
れ
た
り
す
る
と
、
心
が
安
ら
ぎ
清
ら
か
な
感

情
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
か
ら
い
た
だ
い

た
感
性
が
は
た
ら
き
、
美
し
さ
が
心
に
反
映
す

る
か
ら
で
す
。

そ
の
反
対
に
、
常
日
頃
か
ら
醜
悪
な
も
の
を

見
た
り
、
悪
い
想
念
を
持
ち
な
が
ら
生
活
し
て

い
る
と
、
そ
れ
に
属
し
た
心
の
状
態
に
な
り
、

言
葉
遣
い
や
態
度
な
ど
も
、
そ
れ
相
応
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。

芸
術
家
と
し
て
の
王
仁
三
郎

大
本
に
は
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
耀
盌
や
、

出
口
す
み
子
二
代
教
主
の
書
を
は
じ
め
、
数
多

く
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
芸
術
作
品
と
い
う
と
、
ど
こ
か
枠

に
は
ま
っ
た
印
象
が
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、

王
仁
三
郎
聖
師
の
耀
盌
は
楽
焼
で
あ
り
な
が

ら
、
多
彩
な
色
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
よ

う
に
、
固
定
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
作
品
と

言
え
ま
す
。
王
仁
三
郎
聖
師
は
心
か
ら
楽
し
ん

で
耀
盌
を
生
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
７
月
15
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

～
大
本
の
芸
術
文
化
活
動
～

大道場講師

尾
お

﨑
ざ き

泰
や す

良
な が

芸
術
は
宗
教
の
母

一般には、宗教から多くの芸術が生まれたと言われ、

大本では、芸術は宗教の母と教えています。

「芸術」と「宗教」は密接な関係にあります。

その共通点は？その理由は？

※

※
嚮
導
者
＝
先
に
立
っ
て
案
内
す
る
者
。
道
中
師

「
あ
ま
り
鑑
賞
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
芸

術
的
な
価
値
観
が
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
方

が
い
ま
す
が
、
何
事
も
興
味
を
持
と
う
と
す
る

心
が
け
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
草
花
に
興
味
の
な
い
人
で
も
、
一

つ
花
の
名
前
を
覚
え
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
関
心
が

広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
花
を
公
園
や
道
端

で
見
か
け
る
と
愛
着
が
湧
い
て
、
次
第
に
他
の

花
の
こ
と
も
調
べ
て
み
よ
う
と
興
味
が
広
が
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
自
然

の
果
て
し
な
い
世
界
を
知
り
、
物
事
に
対
し
て

謙
虚
な
姿
勢
が
生
ま
れ
ま
す
。

芸
術
は
決
し
て
高
尚
な
世
界
で
は
な
く
、
関

心
や
興
味
か
ら
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
自
然
や
芸
術
に
触
れ
て
、
素
直
に
「
美
し

い
な
」
と
感
じ
る
心
は
神
性
な
の
で
す
か
ら
、

決
し
て
特
別
な
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、「
神
に
通
じ
る
門
戸
」



阿づまの光　　　4 

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
10
月

11
日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
髙
野
春
樹

祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
２
８
人
が
参
拝

し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
直
心
会
員
、
少
年
祭
員
は
東

京
主
会
の
石
川
可
純
さ
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東

支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
渡
辺
弘
子
直
心
会
茨
城

連
合
会
長
、
添
釜
は
髙
野
社
中
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当

し
た
。

祭
典
後
、
東
京
本
部
を
代
表
し
て
猪
子
恒
東
京

宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
挨
拶
に
立
ち
、
教
主
さ
ま

の
ご
動
静
と
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
タ
リ
ア
ご
訪

問
に
ふ
れ
、
大
本
の

宗
教
交
流
な
ど
に
つ

い
て
紹
介
し
た
。

次
い
で
、
奉
納
行

事
が
行
わ
れ
、
栃
木

主
会
の
皆
さ
ん
が
、

愛
善
歌
『
黄
金
』
を

奉
納
し
た
。

ま
た
、
直
会
後
に

は
、
関
東
教
区
の
直

心
会
連
合
会
バ
ザ
ー

が
１
階
ロ
ビ
ー
で
、

関
東
教
区
青
松
会
主

催
「
元
気
が
出
る
研

修
会
」
が
講
座
室
で
、

そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ

研
修
会
で
は
猪
子
次

長
が
、「
活
力
あ
ふ

れ
る
未
来
へ
」
と
題

し
講
演
し
た
。

家
庭
平
安
祈
願
祭

家
庭
平
安
祈
願
祭
（
24
回
）
は
、
10
月
17
日
午

前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
髙
野
春
樹
祭
務
課
長

の
も
と
執
行
さ
れ
、
51
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
で
は
、
斎
主
と
祭
員
が
全
国
か
ら
申
し
込

ま
れ
た
５
０
９
の
世
帯
主
名
を
全
て
読
み
あ
げ
、

家
庭
の
平
安
と
繁
栄
を
祈
念
し
た
。

祭
典
後
、
東
京
本
部
を
代
表
し
て
、
猪
子
恒
東

京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
挨
拶
に
立
ち
、「
互
い
の

存
在
を
あ
り
が
た
い
と
思
う
こ
と
で
、
円
満
な
家
庭

に
近
づ
く
」
と
夫
婦
や
親
子
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
た
。
な
お
、
ご
祈
願
は
、
10
月
24
日
ま
で
の
一

週
間
続
け
ら
れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
５
２
回
大
本
公
開
講
座
は
、
10
月
21
日
午

後
7
時
か
ら
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、

猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
「
一
つ
の
世

界
を
目
指
し
て
～
大
本
と
世
界
連
邦
運
動
～
」
と

題
し
て
講
演
し
た
。
参
加
者
は
26
人
（
内
、
一
般

６
人
）。

講
座
で
は
、
世
界
各
国
を
は
じ
め
、
日
本
の
国

政
や
戦
争
な
ど
の
歴
史
と
、
大
本
の
歴
史
を
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
、
世
界
連
邦
の
意
義
を
説
い
た
。

そ
し
て
、
現
在
の
大
本
が
関
わ
る
綾
部
市
の
中

東
和
平
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
、「
大
本
は
、
必

ず
世
界
が
一
つ
に
な
る
と
確
信
し
な
が
ら
、
進
ま
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、｢
夢
の
あ
る
未
来
を
感
じ
、
心

地
良
い
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

（
男
性
・
一
般
）」
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会
は
、
９
月
26
・
27
の

両
日
に
開
催
さ
れ
、
延
べ
29
人
が
参
加
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク
ラ
ス
が
基
本
動
作
か
ら
正

中
動
作
・
後
取
動
作
・
祝
詞
展
巻
奏
上
・
祓
式
行
事
・

献
饌
・
月
次
祭
ま
で
、
中
級
ク
ラ
ス
が
そ
れ
に
加

え
、
大
神
鎮
座
祭
・

祖
霊
鎮
祭
ま
で
を

実
習
し
た
。

な
お
、
初
級
と
中

級
ク
ラ
ス
の
内
、
12

人
が
大
本
祭
式
認

定
試
験
に
臨
み
、
２

日
間
の
実
習
の
成

果
を
試
し
た
。

秋
を
め
で
る
夕
べ

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ
は
、
９
月
27
日
（
旧

暦
８
月
15
日
）
午
後
６
時
か
ら
８
時
ま
で
催
さ
れ
、

一
般
を
含
む
49
人
が
参
観
し
た
。

能
楽
の
調
べ
が
流

れ
る
中
、
行
燈
の
灯

り
が
ゆ
れ
る
苑
内
で

は
、
薄
茶
と
御
神
酒

の
接
待
が
行
わ
れ
た

ほ
か
、
応
接
室
で
は

歴
代
教
主
・
教
主
補

さ
ま
の
お
作
品
展
示

が
行
わ
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

11
月１

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

  

開
教
１
２
３
年 

大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

 

８
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

14
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
執
行

  

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

18
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

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
①

 
 

　

～
大
本
四
大
綱
領
～

講
師

鈴
木
林
太
郎　
（
愛
善
宣
教
課
主
事
）

 

23
日
（
月
・
祝
）

  

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

12
月13

日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
の
日

16
日
（
水
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

  

開
祖
聖
誕
祭
（
179
年
）

16
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

 

講
題

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
②

～
大
本
四
大
主
義
～　

 
 

講
師

小
藪
資
史
（
特
派
宣
伝
使
）

20
日
（
日
）

  

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

25
日
（
金
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
24
年
）

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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栃木主会のみなさん

基礎を重点的に学び、祭式の修得に励んだ薄あかりの中で一服の薄茶を堪能した

研修会には大勢の参加者が集まった


