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【
み
ろ
く
池
土
　
筆
留
櫻
釉
】

く
も
り
な
き
ま
で
に
身み

た

ま魂
を
み
が
か
む
と

朝あ
さ

な
夕ゆ
ふ

な
に
神み

わ

ざ業
い
そ
し
む

祭
務
課
　
神 

宮 

　
幸 

太 

郎

お
陰か

げ

さ
ま
で
、
東
京
本
部
に
着
任
し
て
か
ら
２
年
が
経た

ち
ま
し
た
。
関
東
教
区
の
皆
さ
ま
の
お
顔
や
お
名

前
も
大
分
覚
え
る
こ
と
が
で
き
、
日
々
接
す
る
中
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
感
謝
の
一
言
で
す
。

さ
て
、
来
る
４
月
29
日
は
四
代
教
主
さ
ま
が
天
津
御
国
に
昇
ら
れ
、
17
年
に
な
り
ま
す
。
小
生
、
四
代
さ

ま
の
ご
晩
年
に
、
当
時
の
内
事
室
朝
陽
舘
に
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
22
〜
23
歳
の
頃
で
、
約
20
年
も
前
の
こ

と
で
す
。
普
段
は
Ｓ
さ
ん
、
Ｎ
さ
ん
と
３
人
で
ご
奉
仕
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
内
事
室
総
出
の
と
き
も
あ
り

ま
し
た
。
四
代
さ
ま
が
、ご
親
教
な
ど
の
時
に
、全
員
で
玄
関
や
門
の
前
に
並
ん
で
「
お
見
送
り
」「
お
出
迎
え
」

を
す
る
こ
と
で
す
。
時
間
前
に
は
、
玄
関
の
お
庭
や
そ
の
周
辺
を
徹
底
的
に
お
手
入
れ
し
、
気
持
ち
よ
く
お

渡
り(

お
帰
り)

い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
内
事
室
員
で
協
力
し
な
が
ら
準
備
を
し
ま
し
た
。
四
代
さ
ま
は
我
々

の
姿
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
、
ず
っ
と
手
を
振
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

四
代
さ
ま
は
、時
に
は
厳
し
く
、ま
た
優
し
く
接
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、あ
る
時
の
「
お
見
送
り
」
で
は
、

厳
し
い
ご
注
意
が
あ
り
ま
し
た
。

「
格か

っ
こ
う好

ば
っ
か
り
の
お
辞
儀
な
ら
し
て
も
ら
わ
ん
で
も
よ
い
で
」
と
。

内
事
室
員
に
仰
っ
た
お
言
葉
は
、形
ば
か
り
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、肝
心
の
『
心
』
が
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、

ご
指
摘
な
さ
っ
た
の
で
す
。
以
後
、
こ
の
お
言
葉
は
私
の
心
に
い
つ
も
あ
り
、
奉
仕
生
活
の
元
に
な
り
ま
し
た
。

他
か
ら
、「
で
き
て
い
る
の
か
？
」
と
問
わ
れ
れ
ば
冷
や
汗
し
か
出
ま
せ
ん
が
、
そ
の
後
、
部
署
を
異
動
し
て

も
一
番
気
を
付
け
て
い
る
こ
と
で
す
。
現
在
、
祭
務
課
勤
務
で
、
祭
典
の
準
備
に
裏
方
に
と
、
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
四
代
さ
ま
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
こ
と
を
忘
れ
ず
、
現
教
主
さ
ま
の
も
と
、
精
い
っ

ぱ
い
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
、
百
錬
成
鋼
の
気
持
ち
で
ご
奉
仕
に
臨
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
身
一
如

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
月１

日
（
日
）
午
前
９
時
30
分

　
新
入
信
徒
研
修
会
（
春
の
集
い
）

８
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
大
本
東
京
本
部
開
設
50
周
年
記
年
・

　
東
光
苑
春
季
大
祭

　
東
光
苑
愛
善
歌
奉
納
大
会

18
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

　

講
題

人
生
を
豊
か
に
生
き
る
ヒ
ン
ト

〜
大
本
の
四
大
綱
領
と
は
〜

　

講
師

柿
崎
哲
男
（
愛
善
宣
教
課
主
任
）

22
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
第
36
回 

企
業
安
全
繁
栄
祈
願
祭

29
日
（
祝
・
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

四
代
教
主
毎
年
祭
（
17
年
）

５
月４

日
（
祝
・
金
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
（
１
１
６
年
）

　
教
主
補
（
１
２
１
年
）
聖
誕
祭

５
日
（
祝
・
土
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
開
教
１
２
６
年
・
み
ろ
く
下
生
９
０
年

　

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

13
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
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

　

講
題

合
気
道
は
世
界
の
架
け
橋

〜
王
仁
三
郎
と
植
芝
盛
平
〜

　

講
師

七
良
浴
大
吉

（
京
都
府
合
気
道
連
盟
副
会
長
）

28
日
（
土
） 

午
後
１
時
30
分
〜

　
東
光
苑
芸
術
祭
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日本人の誇りと使命

『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
に
学
ぶ

　

大
本
に
は
二
大
教
典
と
し
て
、
出
口
な
お
開

祖
に
国
祖
・
国
常
立
尊
さ
ま
が
神
懸
り
を
な
さ

れ
て
記
さ
れ
た
お
筆
先
『
大
本
神
愉
』
と
、
出

口
王
仁
三
郎
聖
師
が
神
示
の
ま
ま
に
口
述
・
筆

記
し
て
残
さ
れ
た
『
霊
界
物
語
』
が
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
開
祖
が
昇
天
し
た
大
正
７
年
後
に
、

国
常
立
尊
さ
ま
が
王
仁
三
郎
聖
師
に
神
懸
り
さ

れ
て
記
さ
れ
た
『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』（
伊
都

能
売
神
諭
）
と
い
う
教
典
が
あ
り
、
平
成
28
年

９
月
に
、
大
本
開
教
１
２
０
年
記
念
事
業
の
一

環
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
に
は
、
日
本
の
国
体

や
日
本
人
と
し
て
の
あ
り
方
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
今
の
世
界
の
人
民
の
精
神
を
改
造
い
た
し
て

お
い
て
、
世
界
の
改
造
に
掛
か
る
経し

ぐ

み綸
で
あ
る

か
ら
、
日
本
の
人
民
は
一
日
も
早
く
神
の
洪こ

う
お
ん恩

を
弁

わ
き
ま

え
、
皇
室
の
尊
厳
と
国
家
の
大
使
命
と
国

民
の
天
職
を
覚
っ
て
、
誠
の
日

や
ま
と
だ
ま
し
い

本
魂
に
立
ち
帰

り
、
一
番
に
こ
の
神
国
を
修
斎
し
、
次
に
国
民

一
致
の
神
力
で
が
い
こ
く
を
平
ら
け
く
安
ら
け

く
治
め
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
、
日
本
人
民

の
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
大
使
命
で
あ
る
な
れ
ど

･･･

」（
大
正
８
年
３
月
７
日
〔
旧
暦
２
月
６
日
〕）

　

日
本
に
は
他
に
真
似
の
で
き
な
い
教
え
と
特

別
な
使
命
が
あ
っ
て
、
日
本
人
は
そ
の
素
晴
ら

し
い
国
に
生
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
早
く
自
覚

し
て
ほ
し
い
、
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
ま

す
。
ま
た
「
皇
室
の
尊
厳
」
と
か
「
万
世

一
系
」
な
ど
、
皇
室
や
天
皇
に
つ
い
て
も

随
所
に
触
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
天
皇
の
尊
厳
と

マ
ッ
カ
ー
サ
ー

そ
こ
で
、
私
は
あ
ら
た
め
て
皇
室
や
天

皇
と
い
う
も
の
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。

今
上
天
皇
は
１
２
５
代
、
皇
紀
で
い
う

と
２
６
７
７
年
。
こ
れ
は
世
界
的
に
も
最

長
で
、
日
本
は
歴
史
と
伝
統
あ
る
最
古
の

国
家
と
し
て
正
式
に
認
め
ら
れ
、
ギ
ネ
ス

ブ
ッ
ク
に
も
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
代
の
昭
和
天
皇
は
、
植
物
や
動
物
な

ど
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
ま
し
た
が
、

終
戦
直
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
の
こ
ん
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
20
年
９
月
27
日
、
昭
和
天
皇
は
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
の
も
と
を
訪
れ
ま
す
。
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
は
て
っ
き
り
、
昭
和
天
皇
が
命
ご
い
に
来

る
も
の
と
思
っ
て
、
出
迎
え
も
せ
ず
、
自
室
の

椅
子
に
深
く
座
っ
て
足
を
組
ん
で
煙
草
を
ふ
か

し
な
が
ら
待
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
に
対
し
て
、
昭
和
天
皇
は
直
立
不
動

の
ま
ま
、
戦
争
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
自
分

に
あ
り
、
い
か
な
る
極
刑
に
処
さ
れ
て
も
構
わ

な
い
が
、
罪
な
き
８
０
０
０
万
の
国
民
に
衣
食

住
の
ご
高
配
を
賜
り
た
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
す
。

　

自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
国
民
を
助
け
て
ほ

し
い
と
い
う
昭
和
天
皇
の
言
葉
に
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
は
大
い
に
驚
き
、
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
っ

て
、
今
度
は
ま
る
で
一
臣
下
の
よ
う
に
直
立
不

動
の
姿
勢
を
さ
れ
、
最
後
は
予
定
を
変
更
し
て
、

自
ら
玄
関
ま
で
見
送
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
時
の
感
動
を
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
「
天
皇

は
日
本
に
お
け
る
最
高
の
紳
士
で
あ
る
」
と
評

し
て
い
ま
す
。

昭
和
天
皇
の
後
を
継
が
れ
た
今
上
天
皇
は
、

国
民
に
向
き
合
う
こ
と
を
大
切
に
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
皆
さ
ま
も
ご
記
憶
に
新
し
い
と
思
い
ま

す
が
、
東
日
本
大
震
災
で
は
ご
夫
妻
で
た
び
た

古来、わが国の民族精神は、やまと魂（大和魂・日本魂）と称えられ

ていました。大本でいう日本魂は民族精神であるのと同時に、宇宙の

根元神から賦
ふ

与された至純至誠の生粋の大精神をさして使われます。

出口王仁三郎聖師が説く日本人の使命とはなにかをお伝えします。
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掲
載
文
は
、
平
成
29
年
11
月
15
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
。

出
で

口
ぐち

 眞
まさ

人
と

  （大道場講師・社会福祉法人愛善信光会理事長 )

び
被
災
地
へ
足
を
運
ば
れ
、
膝
を
つ
い
て
お
見

舞
い
を
さ
れ
、
多
く
の
感
動
を
呼
び
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
国
民
の
前
に
膝
を
つ
か
れ
た
天
皇
は

今
上
天
皇
が
初
め
て
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
国
内
外
の
戦
跡
の
慰
問
な
ど
、
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
、
並
大
抵
の
お
働
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
皇
室
の
あ
り
方
は
、
日
本
人
の

精
神
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
「
清
明
正
直
」、

清
く
、
明
る
く
、
正
し
く
、
直
く
と
い
う
心
持

ち
で
あ
り
、
神
道
の
精
神
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
精
神
こ
そ
、
日
本
の
皇
室
の
品
格
、
質
素

で
純
粋
、
精
神
的
美
し
さ
に
表
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

三
代
教
主
の
天
皇
へ
の
お
気
持
ち

　

「
敬
神
尊
皇
愛
国
」

　

こ
れ
は
、
さ
る
９
月
23
日
に
大
本
の
出
口
直

日
三
代
教
主
が
亡
く
な
ら
れ
て
27
年
目
の
年
祭

が
行
わ
れ
た
と
き
に
、
お
茶
席
に
掲
げ
ら
れ
た

お
軸
で
す
。
三
代
教
主
が
19
歳
の
時
に
書
か
れ

た
も
の
で
す
。

　

三
代
教
主
の
天
皇
に
対
す
る
お
気
持
ち
は

『
寸
葉
集
』
と
い
う
著
書
の
中
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

「
宮
中
の
観か

ん
お
う
え
ん

桜
宴
に
ご
招
待
い
た
だ
き
ま
し

た
時
、
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を
心
か
ら
う
れ
し

く
お
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
明
治
の
日
本
に
生

ま
れ
、
な
が
い
間
、
皇
室
尊
重
の
気
持
ち
を
培

わ
れ
て
き
た
わ
た
し
の
素
直
な
気
持
ち
で
あ
り

ま
し
た
」

　

ま
た
、
そ
の
時
の
昭
和
天
皇
へ
の
お
気
持
ち

を
和
歌
に
も
残
し
て
い
ま
す
。

　

右
に
左
に
桜
か
が
よ
ふ
朝
の
道

大
君
の
へ
に
吾
は
急
ぎ
ぬ

　

た
を
た
を
と
皇
后
陛
下
あ
ゆ
み
た
ま
ふ

慈
歩
と
い
ふ
は
こ
の
こ
と
な
ら
む

　

み
頬
少
し
や
つ
れ
い
ま
し
て
白
髪
ま
じ
る

御み

髪ぐ
し

も
親
し
わ
が
す
め
ら
み
こ
と
は

　

大
本
は
か
つ
て
天
皇
の
名
に
お
い
て
大
き
な

弾
圧
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
苦
し
み
は
決
し
て

忘
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
三
代
教
主

ご
自
身
は
、
既
に
こ
の
時
、
そ
う
し
た
も
の
を

超
越
し
た
お
気
持
ち
を
お
持
ち
で
あ
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
国
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う

な
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。

　

「
わ
た
し
は
ど
こ
に
、
今
日
の
く
る
い
が
来

た
か
を
聞
か
れ
れ
ば
、
日
本
と
い
う
国
の
よ
さ
、

有
難
さ
、
日
本
人
の
な
が
い
伝
統
に
よ
っ
て

培
っ
た
人
間
の
生
き
方
を
、
そ
ま
つ
に
し
て
し

ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
お
も
う
の
で
す
。
い

ま
の
日
本
の
母
親
か
ら
『
も
っ
た
い
な
い
』『
あ

り
が
た
い
』
と
い
う
言
葉
が
、
あ
ま
り
使
わ
れ

な
い
と
こ
ろ
に
、
子
ど
も
の
も
っ
て
い
る
霊
性

と
か
因
縁
を
の
ば
し
て
や
れ
な
い
要
因
が
あ
る

と
お
も
い
ま
す
」

　

私
は
亀
岡
保
育
園
の
理
事
長
と
し
て
子
供
た

ち
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
ま
す
。
三
代
教
主
が

示
さ
れ
た
素
朴
な
日
本
と
い
う
も
の
を
少
し
で

も
子
供
の
う
ち
か
ら
体
験
さ
せ
て
や
り
た
い
と

願
い
、
お
抹
茶
の
お
運
び
や
作
陶
、
能
楽
鑑
賞

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
作
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

「
日
本
魂
を
も
っ
て
建
つ
る
国
」

　

王
仁
三
郎
聖
師
は
、教
典
『
道
の
栞
』
の
中
で
、

　

「
日
本
は
神
の
御
心
を
心
と
し
て
動
く
べ
き

国
な
り
。
日
本
は
日

や
ま
と
だ
ま
し
い

本
魂
を
も
っ
て
建
つ
る
国

な
り
。
日
本
魂
と
は
平
和
、
文
明
、
自
由
、
独
立
、

人
権
を
破
る
者
に
向
か
っ
て
飽あ

く
ま
で
も
戦
う

精
神
を
い
う
な
り
。
無
理
非
道
な
る
強
き
悪
魔

を
倒
し
て
、
弱
き
者
の
権
利
を
守
る
精
神
な

り
。
い
や
し
く
も
貪
欲
と
野
心
の
た
め
に
、
人

の
国
や
他
人
の
権
利
を
犯
し
損
わ
ん
と
す
る
も

の
は
、
み
な
日
本
魂
の
敵
な
り
」

と
記
し
て
い
ま
す
。

　

今
の
時
代
に
日
本
魂
と
言
う
と
誤
解
さ
れ
る

向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る

政
治
的
・
思
想
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の

本
質
と
し
て
魂
の
声
、
魂
の
叫
び
と
し
て
日
本

魂
と
い
う
精
神
が
、
今
の
時
代
に
こ
そ
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
上
天
国
・
み
ろ
く
の

世
の
建
設
と
い
う
大
使
命
の
も
と
、
日
本
人
一

人
ひ
と
り
が
何
ら
か
の
形
で
神
さ
ま
の
ご
用
に

役
立
た
せ
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
え

て
な
り
ま
せ
ん
。
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東
光
苑
月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
祭

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
月１

日
（
日
）
午
前
９
時
30
分

　
新
入
信
徒
研
修
会
（
春
の
集
い
）

８
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
大
本
東
京
本
部
開
設
50
周
年
記
年
・

　
東
光
苑
春
季
大
祭

　
東
光
苑
愛
善
歌
奉
納
大
会

18
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

　

講
題

人
生
を
豊
か
に
生
き
る
ヒ
ン
ト

〜
大
本
の
四
大
綱
領
と
は
〜

　

講
師

柿
崎
哲
男
（
愛
善
宣
教
課
主
任
）

22
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
第
36
回 

企
業
安
全
繁
栄
祈
願
祭

29
日
（
祝
・
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

四
代
教
主
毎
年
祭
（
17
年
）

５
月４

日
（
祝
・
金
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
（
１
１
６
年
）

　
教
主
補
（
１
２
１
年
）
聖
誕
祭

５
日
（
祝
・
土
） 

午
前
10
時
30
分
執
行

　
開
教
１
２
６
年
・
み
ろ
く
下
生
９
０
年

　

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

13
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
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

　

講
題

合
気
道
は
世
界
の
架
け
橋

〜
王
仁
三
郎
と
植
芝
盛
平
〜

　

講
師

七
良
浴
大
吉

（
京
都
府
合
気
道
連
盟
副
会
長
）

28
日
（
土
） 

午
後
１
時
30
分
〜

　
東
光
苑
芸
術
祭

高校生講座の魅力を語る、森澄子さん

　
第
１
８
１
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」
は
、

３
月
21
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空

会
館
で
開
催
さ
れ
、
椎
野
恭
三
祭
務
課
主
幹
が

「
王
仁
三
郎
と
大
本
歌
祭
〜
平
和
を
祈
る
敷
島

の
道
〜
」
と
題
し
て
講
話
し
た
。
参
加
者
は
28

人
（
内
、
一
般
７
人
）。

　
講
師
は
、八
雲
神
歌
の
神
話
と
し
て
の
背
景
と
、

王
仁
三
郎
聖
師
の
言
霊
学
か
ら
の
解
釈
を
説
明
。

「
古
来
か
ら
続
く
敷
島
の
道
、
ま
た
民
衆
の
中

に
息
づ
い
て
き
た
〝
歌
垣
〟
は
、
和
歌
に
潜
む

言
霊
の
功
徳
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
証
で
あ
る
」

と
述
べ
た
上
で
、
教
主
さ
ま
の
「
歌
祭
の
よ
き

雛ひ
な
が
た型
が
、
今
後
、
国
境
も
人
種
も
宗
教
も
超
え
、

平
和
と
和
合
の
祭
典
と
し
て
世
界
大
に
開
か
れ

て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
」
と
の

ご
教
示
を
紹
介
し
、
王
仁
三
郎
聖
師
が
復
興
し

た
〝
大
本
歌
祭
〟
の
今
日
的
意
義
を
語
っ
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
大
本
歌
祭
の
未
来
に
つ
な

が
る
大
き
な
意
義
を
理
解
で
き
ま
し
た
」（
男

性
・
信
徒
）、

「
大
本
と
中

東
和
平
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に

か
か
わ
る
話

が
大
変
印
象

に
残
り
ま
し

た
」（
女
性
・

一
般
）
等
の

声

が

寄

せ

ら
れ
た
。

教
本
認
定
講
習
会

　「
教
本
講
師
・
講
師
補
認
定
講
習
会
」
が
２

月
23
〜
25
日
の
三
日
間
、
ま
た
「
教
本
各
級
認

定
講
習
会
」
が
２
月
24
・
25
日
の
両
日
、
と
も

に
大
本
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
開
催
さ

れ
、
講
師
補
認
定
ク
ラ
ス
１
人
、
１
・
２
級
認

定
ク
ラ
ス
13
人
、
３
級
認
定
ク
ラ
ス
14
人
の
、

合
わ
せ
て
28
人
が
受
講
し
た
。

　
講
師
補
認
定
講
習
会
は
、
本
部
講
師
の
も
と
、

レ
ジ
ュ
メ
の
作
成
や
講
話
実
習
を
中
心
に
講

習
。
ま
た
各
級
認
定
講
習
会
は
、
本
部
講
師
に

加
え
、
茨
城
主
会
・
飯
田
俊
明
教
本
講
師
、
神

奈
川
主
会
・
南
寛
教
本
講
師
も
加
わ
り
開
か
れ
た
。

　
参
加
者
は
「
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
」
に
そ
っ
て
、

大
本
の
発
祥
か
ら
霊
界
の
実
在
、
人
生
の
目
的
、

四
大
主
義
な
ど
を
受
講
し
た
ほ
か
、
対
話
実
習

や
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
な
ど
を
通
し
て
、
み
教
え

の
伝
え
方
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

　
受
講
者
か
ら
は
「
講
話
の
組
み
立
て
方
や
話

し
方
な
ど
、
得
る
も
の
が
多
か
っ
た
」「
レ
ジ
ュ

　
東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭
・
春
季

合
同
慰
霊
祭
は
、
３
月
11
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
０
６
人
が
参
拝
し
た
。

　
祭
員
は
茨
城
主
会
、
少
年
祭
員
は
同
主
会
の

渡
邊
真
仁
君
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
中
島
浩
山
梨
主
会
長
、
添
釜

は
宇
野
社
中
が
担
当
し
た
。

　
春
季
合
同
慰
霊
祭
で
は
、
東
日
本
大
震
災
か

ら
ち
ょ
う
ど
７
年
を
迎
え
る
日
と
な
る
こ
と
か

ら
、
震
災
で
犠
牲
と
な
ら
れ
た
神
霊
も
招
魂
し
、

み
慰
め
の
み
祭
り
を
執
行
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
長
が
あ
い
さ
つ
。
第
１
６
５

回
大
本
青
年
信
徒
研
修
会
・
高
校
生
講
座
の
参

加
お
す
す
め
を
兼
ね
、
50
年
前
に
北
海
道
か
ら

35
時
間
を
か
け
参
加
し
た
思
い
出
を
紹
介
。
引

き
続
い
て
殿
内
に
高
校
生
講
座
の
PR
ビ
デ
オ
を

上
映
し
た
後
、
東
京
主
会
・
渡
辺
咲
さ
ん
（
20

歳
代
）、
東
京
主
会
・
日
下
文
世
さ
ん
（
30
歳

代
）、
本
部
職
員
・
柿
崎
哲
男
さ
ん
（
40
歳
代
）、

茨
城
主
会
・
椿
リ
ツ
さ
ん
（
50
歳
代
）
が
、
そ

れ
ぞ
れ
各
世
代
の
代
表
と
し
て
高
校
生
講
座
に

参
加
し
た
思
い
出
を
語
っ
た
。
最
後
に
現
役
世

代
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
神
奈
川
主
会
・

森
澄
子
さ
ん
（
高
校
２
年
生
）
が
、
高
校
生
講

座
の
魅
力
を
語
り
、
参
拝
者
に
聖
地
へ
の
青
年

の
送
り
出
し
を
呼
び
か
け
た
。

　
ま
た
午
後
２
時
か
ら
、
関
東
教
区
青
松
会
主

催
に
よ
る
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
始
め
に
青
松

会
員
に
よ
る
、
ぼ
た
え
も
ん
童
話
「
八
兵
衛
と

六
助
」
の
紙
人
形
劇
。
続
い
て
大
本
総
代
・
嶋

貫
光
喜
福
島
主
会
長
が
、
震
災
７
年
を
迎
え
て

の
現
在
の
心
境
を
語
っ
た
。
つ
い
で
、
吾
郷
孝

志
国
際
愛
善
宣
教
課
長
が
「
み
た
ま
ま
つ
り
の

大
切
さ
」
と
題
し
て
講
話
し
た
。

メ
作
成
や
ス
ピ
ー
チ
の
実
習
は
実
践
的
で
役
に

た
っ
た
」「
対
話
実
習
の
難
し
さ
を
痛
感
し
た
」

な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座




