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【
元
屋
敷
土
　
ご
神
木
榎
釉
】
	 教主さまお作 	 灰釉茶盌	銘「元（はじめ）」

ち
は
や
ぶ
る
神
の
こ
こ
ろ
は
愛あ

い
ぜ
ん善
の

誠ま
こ
と

を
お
き
て
何な

に

も
の
も
な
し

愛
善
宣
教
課
主
任
　
柿
崎 

哲
男

こ
の
夏
、
休
暇
を
利
用
し
て
、
聖
地
で
の
大
道
場
修
行
を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

５
日
間
、
修
行
者
と
し
て
の
聖
地
滞
在
は
と
て
も
新
鮮
で
し
た
。
東
光
苑
で
も
、
日
課
と
し
て
外
回
り
と

建
物
内
を
交
互
に
、
お
掃
除
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
聖
地
は
格
別
で
し
た
。
清
々
し
い
神
気

に
触
れ
な
が
ら
、
万
祥
殿
で
は
、
磨
き
こ
ま
れ
て
つ
や
の
あ
る
「
濡
れ
縁
」
を
掃
き
清
め
、
さ
ら
に
乾
拭
き

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ガ
ラ
ス
戸
の
ガ
ラ
ス
も
磨
き
ま
す
。
そ
れ
が
済
む
と
、
正
面
の
庭
の
玉
砂
利
の
線
引

き
…
。

朝
拝
を
済
ま
せ
、
朝
食
後
に
は
、
ま
だ
木
の
香
が
心
地
よ
い
神
教
殿
の
清
掃
。
初
め
て
出
会
う
方
と
も
声

を
掛
け
合
い
、
協
力
し
な
が
ら
の
ひ
と
時
で
す
。

修
行
中
の
清
掃
は
、
自
分
自
身
の
内
面
と
向
き
合
う
意
味
合
い
も
深
く
、
よ
り
真
剣
に
な
ら
せ
て
い
た
だ

け
ま
す
。
大
道
場
修
行
に
は
、
日
常
生
活
を
正
す
大
切
な
精
神
が
あ
り
、
そ
れ
が
両
聖
地
で
、
育
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

講
座
の
中
で
、
講
師
の
方
々
か
ら
は
「
生
活
の
中
で
良
い
習
慣
を
伸
ば
し
、
悪
い
習
慣
・
ク
セ
は
省
み
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
、
人
が
向
上
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
必
要
な
ヒ
ン
ト
を
、
何
度
か
ご
教
授
い
た

だ
き
ま
し
た
。

『
修
行
の
し
お
り
』
に
は
、
三
代
教
主
さ
ま
の
お
示
し
「
足
も
と
の
始
末
だ
け
で
も
実
行
す
る
と
、
心
が
洗

わ
れ
た
よ
う
に
な
り
、
楽
し
く
平
穏
に
包
ま
れ
た
よ
う
に
な
り
ま
す
」
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
鎮
魂
、
食
事
、

入
浴
、
礼
儀
あ
い
さ
つ
…
、
生
活
の
心
構
え
が
た
く
さ
ん
記
さ
れ
、
初
心
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
祈
り
か
ら
履
物
の
始
末
ま
で
、
良
い
習
慣
を
身
に
つ
け
、
日
々
、
心
を
向
上
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
の

素
晴
ら
し
い
栄
養
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

〝
心
の
栄
養
〟  

大
道
場
修
行
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王仁芸術
〜耀盌に見る王仁三郎の世界〜

　

耀
盌
は
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
集
大
成
の

作
品
で
す
。
昭
和
24
年
２
月
６
日
、
陶
芸
評
論

家
・
加
藤
義
一
郎
氏
が
、
人
間
国
宝
・
金
重
陶

陽
氏
宅
で
こ
の
茶
盌
を
初
見
し
て
驚
嘆
。
同
年

三
月
、「
日
本
美
術
工
芸
」
誌
に
「
耀
盌
顕
現
」

と
題
し
て
発
表
し
ま
し
た
。

佐
々
木
氏
親
子
の
入
信

　

王
仁
三
郎
聖
師
の
楽
焼
の
制
作
は
、
昭
和
２

年
ご
ろ
、
京
都
清
水
の
窯
元
・
佐
々
木
楽
吉
氏
、

松
楽
氏
の
親
子
が
作
っ
た
素
焼
き
の
茶
盌
素
地

に
絵
付
け
を
施
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
物
足
ら
な
く
な
り
、
大
本
の
敷
地

内
に
窯
場
を
設
け
、
作
陶
に
い
っ
そ
う
力
を
注

ぎ
ま
す
。

　

そ
ん
な
頃
楽
吉
氏
は
、
四
十
腕
と
言
っ
て
両

腕
が
き
か
な
く
な
り
、
ボ
タ
ン
を
留
め
る
の
も

ま
ま
な
ら
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
ん
な
時
、
王
仁
三
郎
聖
師
は
楽
吉
氏
の
腕
を

つ
か
ま
え
て
「
フ
ッ
フ
ッ
」
と
二
、三
度
強
く

息
を
吹
き
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
不

思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
場
で
ボ
タ
ン
を
自
由
に

と
り
は
ず
し
出
来
る
よ
う
に
、
す
っ
か
り
癒
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
親
子
は
「
有
難
い
の
と
び
っ

く
り
す
る
の
と
一
緒
で
、
そ
れ
以
来
二
人
と
も

入
信
し
ま
し
た
」
と
。

　

以
来
佐
々
木
氏
親
子
の
手
伝
い
を
得
て
、
昭

和
10
年
12
月
８
日
第
二
次
大
本
事
件
勃
発
ま
で

作
陶
を
続
け
ま
す
。
こ
こ
ま
で
の
作
品
を
大
本

で
は
、
前
期
作
品
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

大
本
事
件
で
王
仁
三
郎
聖
師
は
６
年
８
カ
月

間
未
決
収
容
さ
れ
、
昭
和
17
年
無
罪
判
決
で
釈

放
さ
れ
帰
郷
し
ま
す
。
松
楽
氏
は
こ
の
頃
、
亀

岡
に
家
を
買
い
も
と
め
薪
置
場
に
使
用
し
て
い

ま
し
た
。
た
だ
戦
争
が
悪
化
し
て
、
京
都
か
ら

疎
開
す
る
こ
と
に
な
り
、
父
楽
吉
氏
は
四
国
の

松
山
へ
、
松
楽
氏
は
王
仁
三
郎
聖
師
が
未
決
か

ら
お
帰
り
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
買
い
求
め
た

亀
岡
の
家
に
疎
開
し
て
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

茶
盌
造
り
の
開
始

　

昭
和
19
年
の
暮
、
12
月
28
日
の
晩
の
事
、
突

然
、
王
仁
三
郎
聖
師
は
松
楽
氏
を
訪
ね
ま
す
。

『
こ
れ
か
ら
楽
焼
を
焼
こ
う
と
思
う
の
じ
ゃ
が
、

着
想
は
す
っ
か
り
で
き
て
い
る
。
あ
ん
た
も
わ

し
が
亀
岡
へ
呼
び
寄
せ
た
ん
や
。
今
か
ら
仕
事

を
始
め
る
か
ら
、
サ
ア
早
く
土
を
持
っ
て
来
て

く
れ
』
と
指
示
さ
れ
る
の
で
す
。
何
し
ろ
も
う

10
時
を
廻
っ
て
い
る
の
に
無
茶
な
話
で
す
が
、

そ
れ
で
も
急
い
で
土
を
練
っ
て
ロ
ク
ロ
な
ど
と

一
緒
に
差
出
さ
れ
る
と
、
そ
の
場
で
茶
盌
を
一

つ
ひ
ね
ら
れ
、
簡
単
に
今
後
の
準
備
の
要
領
を

お
話
に
な
っ
て
、
そ
の
晩
は
お
帰
り
に
な
り
ま

し
た
。

　

翌
29
日
か
ら
大
晦
日
ま
で
に
、
茶
盌
が
20
個

ほ
ど
出
来
上
り
ま
す
。
そ
れ
を
下
焼
し
て
元
日

の
朝
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
許
に
持
参
さ
る
と
、

そ
の
茶
盌
に
色
付
け
さ
れ
て
、
直
ち
に
初
窯
を

焼
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
の
絵
付
け
は
、
酉
年

に
ち
な
ん
で
「
鶏
」
の
絵
が
多
か
っ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。

　

こ
の
頃
は
焼
物
な
ど
、
と
て
も
で
き
な
い
時

代
で
す
。
松
楽
氏
も
焼
物
か
ら
離
れ
、
町
内
の

軍
需
工
場
に
通
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ご
訪
問
以

来
、
夕
方
５
時
前
に
帰
る
よ
う
に
さ
れ
ま
す
。

毎
日
急
い
で
帰
宅
さ
れ
る
と
、
王
仁
三
郎
聖
師

は
い
つ
も
待
っ
て
お
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
毎
晩
12

時
、
１
時
ま
で
ご
作
陶
に
な
り
ま
し
た
。

　

以
後
、
こ
の
工
程
を
毎
日
の
よ
う
に
続
け
ま
す
。

王
仁
三
郎
聖
師
は
高
齢
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

妻
で
あ
る
出
口
す
み
こ
二
代
教
主
は
大
層
心
配

し
作
陶
に
反
対
さ
れ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。

苦
心
の
製
作

　

材
料
と
な
る
土
は
、
王
仁
三
郎
聖
師
の
住
居

の
空
池
の
底
を
掘
る
の
で
す
が
、
何
し
ろ
冬
の

季
節
で
す
か
ら
カ
ン
カ
ン
に
凍
っ
て
い
る
の
で

ひ
と
苦
労
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
に
な
る
と
東
光

苑
（
大
本
）
の
歌
碑
の
跡
を
身
長
ほ
ど
掘
り
運

ば
れ
ま
し
た
。
亀
岡
の
土
は
ど
こ
を
取
っ
て
来

て
も
パ
サ
パ
サ
で
粗
末
な
も
の
で
す
。
と
て
も

普
通
の
陶
器
屋
の
手
を
つ
け
る
よ
う
な
代
物
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
京
都
の
土
を
持
っ
て

来
て
つ
な
ぎ
に
一
割
位
混
ぜ
ま
す
が
、
そ
れ
で

も
腰
が
弱
く
て
難
儀
さ
れ
て
い
ま
す
。
王
仁
三

郎
聖
師
は
『
そ
れ
、
ヘ
タ
ル
ヘ
タ
ル
』
と
言
っ

て
は
苦
心
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
、

王
仁
三
郎
聖
師
は
松
楽
氏
に
相
談
し
て
、
表
面

に
白
い
土
で
化
粧
を
施
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

白
い
土
で
表
面
を
固
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
が

ヘ
タ
リ
に
く
く
な
り
ま
す
。
そ
の
上
、
白
い
化

粧
土
を
付
け
る
こ
と
で
、
絵
付
け
の
発
色
が
断

然
良
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
土
質
が
悪
い
ば
か
り
で
な
く
、
戦
時

中
の
こ
と
で
す
か
ら
、
原
料
屋
は
す
べ
て
店
を

閉
め
て
い
る
の
で
一
斤
の
絵
具
、
一
束
の
薪
さ

え
手
に
入
れ
る
の
が
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

松
楽
氏
は
閉
鎖
し
て
い
る
原
料
屋
を
探
し
廻
っ

て
は
、
売
れ
残
り
の
原
料
を
掻か

き
集
め
ら
れ
ま

す
。
土
も
十
貫
目
程
を
担
い
で
は
、
京
都
か
ら

満
員
の
汽
車
に
乗
っ
て
帰
り
ま
し
た
。
そ
の
頃

は
切
符
も
自
由
に
買
え
な
か
っ
た
時
代
で
す
。

絵
具
は
松
楽
氏
の
買
溜
め
た
も
の
が
あ
り
ま
し

た
が
、
金
沢
や
九
州
の
有
田
の
信
者
さ
ん
か
ら

送
っ
て
き
た
り
と
、
全
国
か
ら
熱
心
な
ご
奉
仕

が
あ
り
ま
し
た
。
薪
は
松
楽
氏
の
家
に
一
杯

詰
っ
て
い
ま
す
。
更
に
偶
然
に
手
に
入
れ
た
と

思
っ
て
い
た
家
は
、
昔
、
王
仁
三
郎
聖
師
が
初

美を通じて人々を導くため、出口王仁三郎翁は「耀
ようわん
盌」を焼きました。

一盌一盌に魂をこめた作品。盌体の持つ豊かな広がり、神界の輝き、そ
のままの色彩、天象の紋理をひめた刺孔。終戦前後に作り上げた加彩楽
茶盌を通じて翁を紹介します。
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尾
お

﨑
ざき

 泰
や す な が

良  （大道場講師 )

め
て
ア
ト
リ
エ
を
設
け
ら
れ
た
家
で
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
家
、
割
木
、
絵
具
、
何
か
ら
何
ま
で

王
仁
三
郎
聖
師
の
あ
や
つ
る
糸
に
、
す
べ
て
が

た
ぐ
り
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

窯
を
焼
く
こ
と
36
回
、
１
回
に
１
０
０
個
か

ら
２
０
０
個
は
焼
か
れ
ま
し
た
か
ら
、
茶
盌
以

外
の
も
の
を
合
せ
る
と
、
ゆ
う
に
５
０
０
０
個

に
上
る
莫
大
な
も
の
で
す
。
完
成
し
た
茶
盌
は

新
聞
紙
に
包
み
荷
造
り
さ
れ
、
ご
満
悦
で
リ
ア

カ
ー
に
積
ん
で
お
帰
り
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

自
宅
に
帰
る
と
、
ま
ず
ご
神
前
に
お
作
品
を
広

げ
、
感
謝
の
祝
詞
を
奏
上
さ
れ
て
か
ら
、
お
側

の
人
々
に
『
あ
ん
た
に
も
一
つ
、
あ
ん
た
に
も

一
つ
』
と
、
ど
ん
な
人
に
で
も
平
等
に
喜
び
を

分
け
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
、
昭
和
21
年
に
な
る
と
「
は
た
で
見
る

目
も
痛
々
し
い
く
ら
い
、お
や
つ
れ
に
な
っ
て
、

一
つ
茶
盌
を
ひ
ね
っ
て
は
『
ア
ア
痛
い
』『
ア

ア
え
ら
』と
寒
中
に
汗
を
か
き
な
が
ら
、き
ば
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
」
と
松
楽
氏
は
回
想
さ
れ
て

い
ま
す
。
昭
和
23
年
ご
昇
天
に
な
り
ご
肉
体
を

も
っ
て
せ
ら
れ
た
最
後
の
ご
神
業
と
な
り
、
王

仁
三
郎
聖
師
が
昇
天
後
、
冒
頭
の
「
耀
盌
」
が

世
の
中
に
出
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

茶
盌
の
評
価

　

と
こ
ろ
で
、
茶
盌
の
作
り
に
は
、
一
応
決
ま

り
ご
と
が
あ
り
ま
す
。
口
造
り
、
茶
溜
ま
り
、

高
台
、
見
込
み
な
ど
、
耀
盌
は
そ
う
し
た
茶
陶

の
中
で
決
め
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
守
ら
れ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
決
し
て
全
く
異
質
な
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
台
脇
あ
た
り
に
フ
ォ
ー
ク

で
３
本
の
線
が
円
形
に
引
か
れ
、
ま
た
放
射
状

に
も
引
か
れ
て
い
る
の
は
面
白
く
大
き
な
特
徴

で
飽
き
が
き
ま
せ
ん
。

　

茶
盌
の
表
面
は
凹
凸
で
、
よ
く
見
る
と
一
穴

と
か
二
穴
と
い
う
ふ
う
に
、
竹
串
（
サ
サ
ラ
）

の
よ
う
な
も
の
で
無
数
に
穴
が
開
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
時
に
は
全
面
に
、
時
に
は
部
分
的
に
。

穴
を
開
け
る
時
に
は
、「
惟
か
ん
な
が
ら神
霊た
ま
ち幸
倍は
へ

ま
せ
」

と
い
う
祈
り
の
言
葉
を
何
千
回
と
唱
え
た
と
い

い
ま
す
。
そ
し
て
土
止
め
に
使
っ
た
白
化
粧
が

も
た
ら
す
効
果
も
あ
っ
て
、
色
彩
が
一
層
引
き

立
っ
て
見
え
、
透
明
の
釉
薬
が
表
面
の
凹
凸
で

光
の
角
度
が
変
わ
り
、
色
々
な
と
こ
ろ
が
光
っ

て
見
え
ま
す
。
正
に
光
耀
く
茶
盌
な
の
で
す
。

耀
盌
の
評
価

　

林
屋
晴
三
氏
は
「
初
め
て
耀
盌
を
み
た
の
は

昭
和
24
年
で
す
。
最
初
は『
く
だ
ら
ん
茶
盌
だ
』

と
思
っ
た
。
そ
れ
ま
で
私
の
頭
に
は
在
来
の
茶

盌
の
概
念
だ
け
が
あ
り
、
そ
の
尺
度
に
照
ら
し

て
み
て
、
大
き
な
抵
抗
を
感
じ
た
。
と
こ
ろ
が

20
年
た
っ
て
亀
岡
で
拝
見
し
、
こ
れ
は
す
ご
い

も
の
だ
と
驚
い
た
。
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
を
、

こ
の
場
を
か
り
て
お
わ
び
す
る
。
先
生
の
作
品

は
『
破
格
の
美
』
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
れ
は

中
世
的
な
伝
統
の
も
と
に
織
部
が
現
れ
、
美
濃

風
な
や
き
も
の
を
生
み
出
し
、
歴
史
的
な
貢
献

を
し
た
の
と
同
じ
意
義
を
も
つ
と
思
う
。
そ
の

後
、
近
世
３
０
０
年
を
経
て
こ
の
耀
盌
が
現
わ

れ
た
の
は
、
次
の
時
代
へ
の
可
能
性
を
示
す
も

の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
単
に

現
在
の
感
覚
、
茶
道
の
約
束
ご
と
た
け
を
前
提

に
し
て
『
こ
れ
で
は
茶
が
飲
め
な
い
。
茶
室
に

合
わ
な
い
』と
素
通
り
し
て
し
ま
う
の
で
な
く
、

真
正
面
か
ら
み
つ
め
、取
り
組
む
べ
き
存
在
だ
」

と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

加
藤
義
一
郎
氏
は
「
我
等
は
生
れ
な
が
ら
に

し
て
色
感
に
わ
び
・
さ
び
を
強
要
さ
れ
て
、
こ

れ
が
日
本
人
の
優
れ
た
特
権
で
あ
る
と
さ
え
思

わ
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
美
し
い
、
明
る

い
純
粋
な
色
、
あ
る
い
は
我
々
日
本
人
も
遠
い

昔
に
は
そ
の
色
を
持
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
け

れ
ど
も
忘
れ
さ
せ
ら
れ
て
か
ら
も
う
す
で
に
久

し
い
年
が
経
っ
て
い
る
。
こ
と
に
お
茶
の
世
界

で
は
こ
れ
が
強
調
さ
れ
、
こ
と
さ
ら
に
美
し
い

色
に
は
眼
を
つ
ぶ
ら
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
た
ま
た
ま
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
美
し
い
色

彩
に
目
覚
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
外

国
の
色
だ
と
認
識
し
、
少
な
く
と
も
お
茶
の
世

界
に
は
許
さ
れ
な
い
色
で
あ
る
と
教
え
込
ま
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
審
美
の
境
域
に
お
い
て

も
、
世
界
性
を
失
っ
た
孤
立
の
殻
に
閉
じ
籠
る

こ
と
な
の
で
あ
っ
た
」
と
茶
盌
の
概
念
を
一
度

取
り
外
し
て
、
そ
の
上
で
耀
盌
を
見
な
く
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

耀
盌
の
存
在
意
義

　

大
本
で
は
、
神
に
通
ず
る
門
戸
と
し
て
三
つ
あ

る
と
教
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
善
と
か
愛
と
か
い

う
方
面
か
ら
神
を
感
ず
る
道
、
こ
れ
は
宗
教
で
あ

り
ま
す
。
真
理
、哲
学
に
よ
っ
て
神
を
感
ず
る
道
、

こ
れ
は
学
問
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
美
に
よ
っ

て
神
を
感
ず
る
の
が
芸
術
で
あ
り
ま
す
。

　

王
仁
三
郎
聖
師
は
、
美
し
い
も
の
を
美
し
い

と
感
じ
る
心
を
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
生

き
と
し
た
笑
顔
の
あ
ふ
れ
る
人
生
を
歩
ん
で
ほ

し
い
。
宇
宙
や
大
自
然
の
美
と
い
う
も
の
を
手

本
と
し
て
、世
界
の
人
々
が
平
和
で
穏
や
か
な
、

天
国
的
な
道
へ
進
ん
で
ほ
し
い
。
そ
の
よ
う
な

願
い
を
耀
盌
と
い
う
芸
術
作
品
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
す
。

　

ど
う
ぞ
機
会
あ
る
ご
と
に
耀
盌
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
心
を
豊
か
に
し
て
人
生
を
お
く
っ
て
下

さ
い
。
そ
れ
が
王
仁
三
郎
聖
師
の
一
番
の
願
い

で
あ
り
、
耀
盌
を
作
っ
た
意
味
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

掲
載
文
は
、
平
成
29
年
６
月
21
日
に
航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）
で
開
催
し
た
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
講
演
録
の
要
旨
で
す
。
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第
１
７
６
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」

は
、
10
月
18
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、
一
般
社
団
法
人
愛
善

み
ず
ほ
会
会
員
で
専
業
農
家
の
小
林
善
直
講
師

が
「
正
し
い
食
、
農
の
あ
り
方
の
実
践
〜
農
道

ま
っ
し
ぐ
ら
〜
」
と
題
し
て
講
話
し
た
。
参
加

者
は
20
人
（
内
、
一
般
３
人
）

　
講
師
は
、
新
鮮
な
野
菜
の
見
分
け
方
や
農
薬

が
有
害
で
あ
り
、
か
つ
大
自
然
の
食
物
連
鎖
を

損
な
う
こ
と
に
も
触
れ
、「〝
人
群
万
類
愛
善
〟

の
精
神
で
全
て
を
生
か
す
農
法
が
必
要
」
と
し

て
、
有
効
微
生
物
や
酵
素
作
用
に
よ
っ
て
地
力

を
高
め
、
安
全
で
栄
養
価
の
高
い
農
産
物
を
増

産
す
る
自
然
農
法
・
島
本
微
生
物
農
法
も
紹
介

し
た
。

　「
開
祖
さ
ま
は
百
万
円
の
お
金
よ
り
一
片
の

お
土
の
ほ
う
が
ど
れ
だ
け
大
切
か
が
分
か
れ
ば

〝
み
ろ
く
の
世
〟
に
な
る
と
お
諭
し
に
な
っ
て

い
る
」
と
述
べ
、
一
人
ひ
と
り
が
お
土
か
ら
出

来
た
も
の
を
大
切
に
し
、
お
土
を
拝
む
心
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
話
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、
「
農
業
の
基
礎
知
識
か
ら

エ
コ
ロ
ジ
ー
、
天
地
経
綸
に
つ
な
が
る
お
話
ま

で
分
か
り
や
す
く
学
べ
た
」（
一
般
・
男
性
）

な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
10

月
８
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
、
２
７
０
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
玉
置
巴
さ
ん
、
伶
人
は
二
絃
の
会

関
東
支
部
、
伊
都
能
売
神
諭
拝
読
は
関
口
あ
つ

子
直
心
会
群
馬
連
合
会
長
、
添
釜
は
神
奈
川
主

会
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
た
。

　
祭
典
後
、
鈴
木
穎
一
大
本
本
部
長
が
あ
い
さ

つ
。
続
い
て
、
９
月
15
日
か
ら
関
東
教
区
特
派

宣
伝
使
と
し
て
着
任
し
た
宮
原
雅
博
特
派
が
あ

い
さ
つ
。
ま
た
、
近
畿
第
一
教
区
に
任
地
が
異

動
し
た
小
藪
資
史
特
派
の
あ
い
さ
つ
文
を
司
会

が
朗
読
。
奉
納
行
事
に
う
つ
り
、
シ
テ
・
猪
子

恒
セ
ン
タ
ー
長
に
よ
る
金
剛
流
仕
舞
「
猩
々
」

が
能
舞
台
に
て
舞
い
納
め
ら
れ
た
。

　
続
い
て
「
世
界
連
邦
・
近
年
の
動
き
と
こ
れ

東
光
苑
月
次
祭

　
東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会
は
、
９
月
22
日
か

ら
24
日
の
両
日
に
開
催
さ
れ
、
11
人
が
参
加
し

た
。

　
初
級
ク
ラ
ス
受
講
者
は
、
基
本
動
作
か
ら
正

中
動
作
、
後
取
動
作
、
祝
詞
展
巻
奏
上
、
祓
式

行
事
な
ど
、
月
次
祭
ま
で
の
作
法
を
受
講
。
中

級
ク
ラ
ス
が
そ
れ
に
加
え
、
庭
上
祭
、
結
婚
式

な
ど
を
実
習
し
た
。
庭
上
祭
で
は
、
ふ
だ
ん
祭

典
の
機
会
が
少
な
い
上
棟
祭
を
講
習
、
地
鎮
祭

と
の
違
い
や
棟
札
や
振
幣
の
位
置
、
修
祓
順
な

ど
、
実
際
に
模
擬
祭
典
を
通
し
て
実
習
し
た
。

　
な
お
、
初
級
・
中
級
ク
ラ
ス
受
講
者
の
内
３

人
が
大
本
祭
式
認
定
試
験
を
受
験
し
た
。

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

11
月５

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
教
１
２
５
年	

大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

12
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

15
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

　

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
（
新
橋
・
航
空
会
館
）

　

講
題

日
本
人
の
誇
り
と
使
命

　

講
師		

出
口
眞
人
（
愛
善
信
光
会
理
事
長
）

25
日
（
土
）・
26
日
（
日
）

		

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

12
月10

日
（
日
）　
午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

※
当
日
、
天
声
社
の
出
張
販
売
が
あ
り
ま
す
。
左
の

　
亀
岡
本
社
へ
事
前
に
注
文
し
て
お
く
と
便
利
で
す
。

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
７
７
１ 

（
２
４
） 

７
５
２
３

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
７
７
１ 

（
２
５
） 

３
６
５
５

16
日
（
日
）　
午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
祖
聖
誕
祭
（
１
８
１
年
）

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

　

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
（
新
橋
・
航
空
会
館
）

　

講
題

ご
き
げ
ん
よ
う

春
風
ふ
く
た
で
ご
ざ
い
ま
す

　
　
　

〜
笑
う
門
に
は
福
来
た
る
〜

　

講
師

春
風
ふ
く
た
（
漫
才
師
）

25
日
（
月
）	

午
前
10
時
30
分

	

出
口
日
出
麿
尊
師
毎
年
祭
（
26
年
）

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

塩浜修講師による講演
「世界連邦・近年の動きとこれから」

大
本
東
京
本
部
開
設
50
周
年
記
念

東
京
大
本
歌
祭

平
成
30
年

10
月
８
日
（
月
・祝
日
）
に
執
行

午後２時から
東京本部能舞台

か
ら
」
と
題
し
、
世
界
連
邦
運
動
日
本
国
会
委

員
会
事
務
局
長
・
塩
浜
修
氏
が
講
演
。「
日
本

国
憲
法
の
前
文
に
示
さ
れ
て
る
通
り
、
日
本
国

民
の
願
い
は
〝
恒
久
平
和
〟
で
あ
る
」
と
し
て
、

国
家
間
の
紛
争
や
飢
餓
な
ど
の
諸
問
題
に
触
れ

な
が
ら
、「
世
界
平
和
実
現
の
崇
高
な
理
念
は
、

世
界
連
邦
実
現
が
カ
ギ
で
あ
る
」
と
し
て
、
世

界
連
邦
運
動
の
重
要
性
を
語
っ
た
。

　
直
会
後
に
は
、関
東
教
区
青
松
会
主
催
の
「
元

気
が
出
る
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
、
阿
比
留
健

次
本
部
青
松
会
幹
事
が
「
み
ろ
く
村
の
ご
用
に

お
仕
え
し
て
」
と
題
し
て
講
話
。
参
拝
者
の
大

勢
の
聴
講
で
賑
わ
っ
た
。

〝お土を拝む心〟の大切さを語る
自然農法の実践家・小林善直講師




