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1　　　阿づまの光

【
船
岡
山
土
、
月
宮
宝
座
松
釉
】

教主さまお作 　  「 方 舟 （ 救 ひ の 舟 ）」

大お
ほ
も
と本
の
無む

に二
の
た
か
ら
は
遠を

ち
こ
ち近
に

道み
ち

つ
た
へ
行ゆ

く
宣せ

ん

で

ん

し

伝
使
な
る

	

総
務
管
理
課
長
　
椎	

野	

恭	

三

先
日
、
あ
る
信
徒
の
方
の
依
頼
を
受
け
て
、
草
刈
り
作
業
の
お
手
伝
い
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
70
歳
代
の

ご
夫
婦
に
は
お
子
さ
ん
が
お
ら
れ
ず
、
体
調
も
や
や
す
ぐ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
個
人
的
に
依
頼
が
あ
っ
た

も
の
で
す
。
山
際
の
広
い
屋
敷
に
は
畑
も
あ
り
、
よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
周
辺
に
は
草
が
茂
っ

て
い
ま
し
た
。
ご
主
人
と
甥
っ
子
さ
ん
と
３
人
で
半
日
ほ
ど
で
す
が
、
楽
し
く
草
刈
り
作
業
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

特
派
時
代
、
青
森
で
は
り
ん
ご
農
家
で
、
北
海
道
で
は
メ
ロ
ン
農
家
で
、
そ
れ
ぞ
れ
収
穫
の
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
本
格
的
な
農
家
の
お
宅
で
は
猫
の
手
も
借
り
た
い
時
期
が

あ
り
、
た
ま
た
ま
時
間
が
取
れ
た
の
で
、
お
手
伝
い
に
行
か
せ
て
い
た
だ
い
た
訳
で
す
が
、
人
が
困
っ
て
い

る
と
き
、
大
本
人
と
し
て
宣
伝
使
と
し
て
何
か
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
う
次
第
で
す
。

も
う
25
年
ほ
ど
前
の
話
で
す
が
、
お
世
話
活
動
の
原
点
を
学
ん
だ
の
が
、
特
派
で
初
め
て
担
当
し
た
岩
手

主
会
で
し
た
。
そ
れ
は
岩
手
県
花
巻
市
出
身
の
宮
沢
賢
治
の
詩
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
に
あ
り
ま
す
。

「
…
東
に
病
気
の
こ
ど
も
あ
れ
ば
／
行
っ
て
看
病
し
て
や
り
／
西
に
疲
れ
た
母
あ
れ
ば
／
行
っ
て
そ
の
稲
の

束
を
負
い
／
南
に
死
に
そ
う
な
人
あ
れ
ば
／
行
っ
て
怖
が
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
い
／
北
に
喧
嘩
や
訴
訟
が

あ
れ
ば
／
つ
ま
ら
な
い
か
ら
や
め
ろ
と
い
い
／
日
照
り
の
と
き
は
涙
を
流
し
／
寒
さ
の
夏
は
お
ろ
お
ろ
歩
き

／
み
ん
な
に
で
く
の
ぼ
う
と
呼
ば
れ
／
褒
め
ら
れ
も
せ
ず
／
苦
に
も
さ
れ
ず
／
そ
う
い
う
者
に
／
私
は
な
り

た
い
…
」（
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
）

こ
の
半
年
、
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
分
所
・
支
部
へ
も
行
け
ず
、
東
京
本
部
に
も
聖
地
の
大
祭
に
も
行
け
ず
と

い
う
信
徒
の
方
々
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
あ
の
人
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
な
」

「
あ
の
人
は
元
気
に
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
思
い
を
馳
せ
ま
す
が
、
今
こ
そ
毎
月
お

会
い
で
き
る
月
次
祭
が
い
か
に
あ
り
が
た
い
か
、
信
徒
と
信
徒
と
の
つ
な
が
り
が
い
か
に
あ
り
が
た
い
か
を

実
感
す
る
機
会
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
マ
ス
ク
の
着
用
や
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
な
ど
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
を
配

慮
し
な
が
ら
、
今
で
き
る
お
世
話
活
動
を
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
と
思
う
次
第
で
す
。

今
で
き
る
、
お
世
話
活
動
を
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〜21世紀・生きがい講座〜 大地の恵みに生かされて
〜忘れてはいけない「お土」の心〜

　

大
嘗
祭
と
お
米

　

令
和
元
年
11
月
、
天
皇
陛
下
が
即
位
さ
れ
て

最
も
大
切
な
宮
中
行
事
「
大
だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
」
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
天
皇
陛
下
が
国
と
国
民
の
安

寧
や
五
穀
豊
穣
を
天
照
大
神
さ
ま
、
天
神
地
祇

に
祈
っ
て
行
わ
れ
る
「
新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
」
を
、即
位
後
、

初
め
て
行
う
と
き
に
「
大
嘗
祭
」
と
し
て
執
行

さ
れ
る
も
の
で
、
皇
位
継
承
に
伴
う
一
世
一
度

の
重
要
な
儀
式
で
あ
り
ま
す
。

「
大
嘗
宮
の
儀
」
が
行
わ
れ
る
中
心
的
な
神
殿

に
「
悠ゆ

き紀
殿
」「
主す

き基
殿
」
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
天
皇
陛
下
が
神
々
に
新
穀
を
供
え
、
一
緒

に
召
し
上
が
ら
れ
ま
す
。
そ
の
お
供
え
物
の
重

要
な
も
の
に
お
米
が
あ
り
ま
す
。
悠
紀
殿
に
お

供
え
さ
れ
る
お
米
は
東
日
本
の
稲
田
か
ら
、
主

基
殿
に
お
供
え
さ
れ
る
お
米
は
西
日
本
の
稲
田

か
ら
献
納
さ
れ
ま
す
。
そ
の
場
所
の
選
び
方
は

亀
の
甲
羅
を
炙あ
ぶ

っ
て
占
う
「
亀き
ぼ
く卜
」
と
呼
ば
れ

る
儀
式
に
よ
っ
て
決
め
ま
す
。
こ
の
た
び
の
大

嘗
祭
に
は
、
東
日
本
の
「
悠
紀
斎
田
」
が
栃
木

県
高
根
沢
町
の
稲
田
、西
日
本
の
「
主
基
斎
田
」

が
京
都
府
南
丹
市
八
木
町
の
稲
田
が
選
ば
れ
ま

し
た
。
南
丹
市
は
大
本
本
部
の
あ
る
亀
岡
市
の

隣
町
で
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
に
ゆ
か
り

の
地
で
も
あ
り
、
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　

大
嘗
祭
は
天
武
天
皇
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て

い
る
儀
式
で
、
こ
れ
は
天
孫
降
臨
と
密
接
に
か

か
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
孫
降
臨
は
、
天
照
大
神
さ
ま
が
孫
の
瓊に

に々

杵ぎ
の
み
こ
と
尊
さ
ま
に
「
三
種
の
神
器
」
と
「
稲
穂
」
を

お
渡
し
に
な
っ
て
地
上
に
降
し
た
ま
い
、
豊と
よ
あ
し葦

原は
ら

の
瑞み
ず
ほ穂
の
国
を
高
天
原
の
よ
う
な
素
晴
ら
し

い
国
に
し
な
さ
い
と
お
命
じ
に
な
り
ま
す
。
大

本
の
皆
さ
ん
が
奏
上
さ
れ
て
い
る
「
神か
み
ご
と言
」
の

「
豊と
よ
あ
し
は
ら

葦
原
の
水み
ず
ほ穂
の
国
を
、
安や
す
く
に国
と
平
ら
け
く

所し
ろ
し
め

知
食
さ
む
・・
」
は
、ま
さ
に
こ
の
場
面
で
す
。

　

こ
の
瓊
々
杵
尊
さ
ま
の
ご
使
命
を
代
々
の
天

皇
さ
ま
が
継
承
し
て
こ
ら
れ
た
の
が
、
大
嘗
祭

に
は
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

豊
受
大
神
と
稲
作

　

大
本
の
歴
史
で
は
、
大
本
の
ご
神
体
山
で
あ

る
「
本
宮
山
」
に
は
、
太
古
、
伊
勢
外
宮
の
祭

神
・
豊
と
よ
う
け
の
お
お
か
み

受
大
神
さ
ま
の
お
宮
が
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
奉
仕
し
て
い
た
の
が
出
口

家
の
先
祖
で
し
た
。
そ
の
後
、
豊
受
大
神
さ
ま

は
、
丹
後
の
比ひ

ぬ

の

ま

な

い

沼
麻
奈
為
神
社
に
移
ら
れ
、
そ

の
と
き
も
出
口
家
の
先
祖
が
お
伴
を
し
て
お
仕

え
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
比
沼
麻
奈
為

神
社
の
麓
に
は
、
豊
受
大
神
さ
ま
が
稲
作
を
さ

れ
、
日
本
最
古
の
水
田
と
伝
え
ら
れ
る
「
月
の

輪
田
」
が
今
で
も
大
切
に
守
ら
れ
て
お
り
、
丹

波
は
稲
作
発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

豊
受
大
神
さ
ま
は
食
物
・
穀
物
を
司
る
神
で

あ
り
、
雄
略
天
皇
の
御
代
に
、
伊
勢
神
宮
の
天

照
大
神
さ
ま
の
お
食
事
の
お
世
話
を
す
る
た
め

に
、
伊
勢
の
外
宮
に
移
ら
れ
ま
す
。
そ
の
折
ご

神
体
の
お
旅
所
と
な
っ
た
の
が
王
仁
三
郎
聖
師

さ
ま
の
先
祖
・
上
田
家
の
庭
内
で
し
た
。
そ
の

時
、
祭
典
に
お
供
え
し
た
稲
穂
が
欅
け
や
き
の
老
木
の

穴
へ
こ
ぼ
れ
落
ち
、
そ
こ
か
ら
良
質
の
稲
穂
が

出
た
の
で
、
こ
の
地
を
「
穴あ
な
ほ穂
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
、
転
じ
て
「
穴あ
な
お太
」
に
な
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。穴
太
寺
の
住
職
は
今
で
も「
穴

穂
」
姓
を
名
乗
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
聖
師
さ
ま
は
、
こ
の
豊
受
大
神
さ
ま

と
は
、国
祖
・
国く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

常
立
尊
さ
ま
で
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

『
富
士
古
文
書
』（
宮
下
文
書
）
に
よ
る
と
、
か

つ
て
、
国
常
立
尊
さ
ま
は
富
士
山
に
お
ら
れ
、

今
の
富
士
吉
田
で
神
都
を
治
め
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
日
本
が
さ
ら
に
豊
か
に
な
る
よ
う
に
と
富

士
山
か
ら
丹
波
の
本
宮
山
に
移
ら
れ
、
そ
こ
で

民
に
稲
作
と
絹
織
物
を
伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ

か
ら
稲
作
や
機
織
物
が
全
国
に
広
が
り
ま
す
。

で
す
か
ら
丹
波
は
良
米
の
産
地
で
あ
り
、
綾
部

は
機
織
物
の
町
と
し
て
栄
え
て
き
ま
し
た
。
下

着
製
品
で
有
名
な
綾
部
の
グ
ン
ゼ
は
、
も
と
も

と
絹
織
物
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

国
常
立
尊
さ
ま
は
、
こ
の
地
球
・
大
地
を
修

理
固
成
さ
れ
た
神
さ
ま
と
し
て
「
国
祖
」
と
呼

ば
れ
ま
す
が
、
実
際
に
地
上
に
降
臨
さ
れ
て
人

民
に
稲
作
と
絹
や
麻
織
物
を
広
め
て
国
の
基
を

作
ら
れ
た
神
さ
ま
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
国
祖
」

で
あ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

本
宮
山
の
山
頂
に
は
月
山
不
二
が
あ
り
、
そ

の
頂
上
に
は
丸
い
富
士
の
霊
石
が
安
置
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
霊
石
が
発
見
さ
れ
た
の
が
、

先
程
の
「
富
士
吉
田
」
で
あ
り
、
発
見
さ
れ
た

日
時
が
出
口
直
開
祖
さ
ま
が
ご
昇
天
に
な
っ
た

大
正
７
年
11
月
６
日
の
〝
そ
の
日
〟
で
あ
っ
た

の
も
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

　

日
本
人
は
、
稲
作
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
食

べ
物
に
困
る
こ
と
な
く
、
そ
の
地
に
定
住
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
隣
同
士
、
仲
良
く

し
ま
し
ょ
う
と
い
う
「
和
」
の
文
化
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
稲
作
と
機
織
物
の
「
食
と

衣
」
が
日
本
文
化
の
根
幹
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
〝
お
恵
み
と
ご
苦
労
〟に
感
謝
し
て

　

わ
れ
わ
れ
の
先
祖
は
、
山
を
切
り
開
い
て
稲

田
を
作
り
、
大
変
苦
労
し
て
お
米
を
作
ら
れ
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
収
穫
さ
れ
た
お
米
に
は
、〝
お

恵
み
と
ご
苦
労
〟
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
①
お
米
に
は
神
さ
ま
（
火
と
水
と

土
）
の
お
恵
み
が
あ
る
、
②
日
本
の
祖
先
神
の

お
恵
み
が
あ
る
、
③
産
土
の
神
さ
ま
の
ご
守
護

私たちは大地の上に生を受け、大地の恵みに生かされ、やがて大地へと戻っ
ていきます。大地は、生きとし生けるものすべてにとってかけがえのない
存在です。大本では「お土」と敬って呼んでいます。「お土」の姿に思いを
寄せるとき、私たちは多くのことを学ぶことができます。
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〜21世紀・生きがい講座〜

掲
載
文
は
、
令
和
元
年
12
月
28
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
。

が
あ
る
、
④
田
を
作
っ
た
先
祖
の
ご
苦
労
が
あ

る
、⑤
お
米
を
作
ら
れ
る
農
家
の
苦
労
が
あ
る
、

⑥
お
米
を
買
う
家
族
の
ご
苦
労
が
あ
る
、
⑦
お

米
を
美
味
し
く
炊
い
て
く
だ
さ
る
方
の
ご
苦
労

が
あ
る
―
―
、
こ
れ
だ
け
の
〝
お
恵
み
と
ご
苦

労
〟
が
あ
っ
て
、
初
め
て
私
た
ち
は
ご
飯
を
頂

く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘
れ

て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
〝
お
土
〟
は
大
本
の
教
え
の
根
本

　

大
本
の
教
え
の
根
本
は〝
お
土
〟で
す
。
も
っ

と
も
シ
ン
プ
ル
で
最
も
重
要
な
教
え
で
す
。

　

開
教
当
初
、
国
祖
の
神
さ
ま
が
開
祖
さ
ま
に

お
か
か
り
に
な
ら
れ
た
と
き
、
周
り
の
人
は
開

祖
さ
ま
は
気
が
触
れ
た
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
心

配
し
た
三
女
の
福
島
久
さ
ん
が
お
見
舞
い
に
来

ら
れ
る
と
、
開
祖
さ
ま
は
「
わ
し
は
大
丈
夫
だ

か
ら
」
と
久
さ
ん
を
帰
ら
せ
ま
す
。
そ
の
時
、

開
祖
さ
ま
は
「
こ
れ
が
土み
や
げ産
じ
ゃ
」
と
言
っ
て
、

板
切
れ
に
お
土
を
盛
ら
れ
て
手
渡
さ
れ
ま
し

た
。
久
さ
ん
が
「
そ
ん
な
土
な
ん
か
」
と
言
っ

て
返
さ
れ
る
と
、
開
祖
さ
ま
は
「
こ
の
お
土
が

あ
る
か
ら
皆
が
生
き
て
お
ら
れ
る
の
じ
ゃ
。
何

万
円
の
金
よ
り
も
一
握
り
の
お
土
の
ほ
う
が

ど
れ
ほ
ど
大
切
か
わ
か
ら
ん
。
世
界
中
の
人

に
こ
れ
が
分
か
っ
た
ら
み
ろ
く
の
世
に
な
る
の

じ
ゃ
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
足
の
裏
に
あ
る
お
土
が
、
ど
れ
ほ

ど
大
切
で
有
り
難
い
か
を
悟
る
こ
と
、
そ
れ
が

最
も
大
切
な
大
本
の
教
え
な
の
で
す
。

　

愛
善
み
ず
ほ
会
で
ご
指
導
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
島
本
邦
彦
先
生
（
故
人
）
は
、
岩
石
か
ら

お
土
に
な
る
ま
で
に
２
億
年
か
か
る
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
わ
ず
か
20
～
30
セ
ン
チ

の
深
さ
の
地
面
を
利
用
し
て
作
物
を
作
り
、
人

類
が
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の
大
切
な
農
地
を
農

薬
や
化
学
肥
料
で
荒
ら
し
、
お
土
か
ら
取
れ
た

も
の
を
食
べ
散
ら
か
し
て
平
気
で
捨
て
て
い

る
。
農
地
が
私
た
ち
の
環
境
を
守
っ
て
く
れ
て

い
る
の
も
忘
れ
て
田
畑
を
減
ら
し
、
便
利
な
現

代
生
活
ば
か
り
に
目
を
向
け
て
い
る
。
日
本
の

自
給
率
は
40
％
に
も
満
た
な
い
。
お
金
が
あ
れ

ば
な
ん
で
も
や
っ
て
い
け
る
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
お
金
の
た
め
に
国
を
奪
い
合
い
、
争

い
と
貧
困
が
絶
え
ま
せ
ん
。

　

出
口
す
み
こ
二
代
教
主
さ
ま
は
、
お
土
の
心

が
本
当
に
わ
か
っ
た
ら
、
争
い
と
い
う
も
の
は

な
く
な
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
は
、「
農
は
国
の
大た
い
ほ
ん本
」

と
教
え
て
い
ま
す
。
ま
た
「
世
の
中
の
す
べ
て

の
も
の
の
大
本
は
土
を
耕
す
こ
と
に
始
ま
る
」

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
基
本
宣
伝
歌
』
に
は
、

「
月
日
と
土
の
恩
を
知
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。「
身
土
不
二
」「
天
産
物
自
給
自
足
」「
国

民
皆
農
」
等
、
社
会
の
改
善
は
ま
ず
食
制
か
ら

変
え
て
い
く
べ
き
、
と
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

出
口
紅
五
代
教
主
さ
ま
は
「
お
土
の
匂
い
の

す
る
教
団
、
お
土
を
大
切
に
す
る
教
団
、
お

土
を
実
践
す
る
教
団
で
あ
り
た
い
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
本

の
教
え
は
お
土
か
ら
離
れ
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
再
生
は
農
業
と
芸
術
か
ら

　

大
本
は
二
度
目
の
弾
圧
に
よ
っ
て
す
べ
て
の

組
織
・
建
物
・
財
産
を
失
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
中
か
ら
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
が
ま
ず

な
さ
っ
た
の
は
、
耀よ
う
わ
ん盌
を
お
作
り
に
な
る
こ
と

で
し
た
。
茶
盌
は
お
土
か
ら
作
ら
れ
ま
す
。
お

土
と
水
と
火
の
恵
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
作
品

で
す
。
さ
ら
に
食
糧
増
産
を
提
唱
さ
れ
、
農
業

を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
思
い
ま
す
と
、
日
本
の
再
生
と
か
再

建
と
い
う
も
の
は
、
農
業
と
芸
術
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
お
土
に
帰
る
、
お
土
か
ら
始
め

る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

出
口
直
日
三
代
教
主
さ
ま
は
、「
こ
の
（
農

の
）
喜
び
を
、
土
の
上
に
生
を
い
と
な
む
人
間

は
、一
度
は
会
得
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、

今
な
お
虚
構
の
多
い
世
の
中
を
よ
く
し
て
ゆ
く

上
に
、
欠
か
せ
な
い
ば
か
り
か
、
ほ
ん
と
う
の

信
仰
も
芸
術
も
、
や
は
り
お
土
へ
の
感
謝
か
ら

芽
生
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
」
と

お
示
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

お
土
の
心
が
世
界
を
良
く
す
る

　

王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
は
、

「
あ
ら
が
ね
の
土
は
万
有
産
出
の
基
な
り
せ
ば

お
ろ
そ
か
に
す
な
」

「
お
土
か
ら
あ
が
り
し
も
の
を
大
切
に
せ
ざ
れ

ば
こ
の
世
は
治
ま
る
こ
と
な
し
」

　

出
口
す
み
こ
二
代
教
主
さ
ま
は
、

「
か
む
な
が
ら
お
つ
ち
の
こ
こ
ろ
に
な
る
な
ら

ば
こ
の
よ
に
ふ
そ
く
ひ
と
つ
だ
に
な
し
」

「
い
ろ
い
ろ
の
理
く
つ
を
や
め
て
土
の
恩
か
み

し
め
て
み
よ
神
の
あ
り
か
を
」

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
世
界
を
変
え
て
い
く
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
お
土
の
心
」
に
帰
る
こ
と
で
あ
り
、皆
が
「
人

群
万
類
愛
善
・
万
教
同
根
・
万
教
帰
一
」
の
精

神
に
な
っ
た
ら
、
世
界
中
の
軍
備
も
撤
廃
さ
れ

争
い
や
貧
困
飢
餓
も
無
く
な
る
、
み
ん
な
が
お

土
に
親
し
ん
で
、
輸
入
な
ど
し
な
く
て
も
自
国

で
す
べ
て
養
っ
て
い
け
る
、
そ
う
し
て
「
み
ろ

く
の
世
」
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
中
か
ら
、
ぜ
ひ
お
土
を

感
じ
て
い
た
だ
き
、
感
謝
の
日
々
を
お
く
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

山
やま

 田
だ

　歌
うた
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８
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

７
日
（
金
） 

午
前
10
時
30
分
〜

開
教
１
２
８
年	

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

９
日
（
日
） 

午
前
10
時
30
分
〜

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

19
日
（
水
） 

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
（
大
本
東
京
本
部
）

講
題

命
の
尊
厳
を
考
え
る

〜
医
療
の
現
場
か
ら
〜

講
師

加
藤	

眞
三

（
慶
應
義
塾
大
学
看
護
医
療
学
部
教
授
）

24
日
（
月
） 

夕
拝
後
〜

神
集
祭
遥
拝
祭
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

30
日
（
日
） 

夕
拝
後
〜

神
集
祭
遥
拝
祭
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

※
行
事
の
延
期
や
中
止
、
祭
典
の
参
拝
を
ご
遠
慮
い
た
だ

く
な
ど
、
予
定
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

第
２
０
６
回
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
は

５
月
20
日
午
後
７
時
か
ら
、
大
本
東
京
本
部

Y
ouT

ube

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
配
信
さ
れ
、
柿

崎
哲
男
愛
善
宣
教
課
主
事
が
「
祈
り
と
と
も
に

あ
る
生
活
」
～
本
当
の
幸
福
と
は
～
と
題
し
て

講
話
し
た
。

　

柿
崎
講
師
は
「
祈
り
の
語
源
に
〝
意
を
宣
る
〟

と
あ
り
、
自
分
の
意
志
や
希
望
を
言
霊
に
す
る

こ
と
で
自
分
自
身
に
対
し
て
も
襟
を
正
す
、
目

標
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
」

と
説
明
。
ま
た
、〝
冠
婚
葬
祭
〟
の
持
つ
意
味

に
触
れ
、「
日
本
で
は
古
来
、
祈
り
と
い
う
行

為
は
宗
教
・
宗
派
に
よ
ら
ず
、
生
活
の
一
部
で

あ
り
、
日
常
の
ご
く
自
然
の
心
情
か
ら
き
て
い

る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「
祈
り
の
対
象
と

な
る
神
仏
に
対
し
て
は
〝
意
を
宣
る
〟
言
霊
に

よ
っ
て
、
小
声
で
あ
っ
て
も
願
い
や
思
い
の
丈

を
言
上
げ
る
事
が
大
切
」
で
あ
る
と
語
っ
た
。

　

ま
た
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま
は
「
神
の

　

東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
祭

典
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
６
月
14
日
午
前
10
時

30
分
か
ら
、
斎
主
・
加
藤
道
明
祭
務
課
長
の
も

と
執
行
さ
れ
、
65
人
が
参
拝
し
た
。

　

祭
員
は
神
奈
川
主
会
が
、
伶
人
は
二
絃
の
会

関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
朝
倉
暢
子
群
馬

主
会
長
が
担
当
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
当
日
は
関
東
教
区
総
代
・
主
会

長
、
分
所
・
支
部
長
が
代
表
参
拝
し
、
一
般
の

参
拝
は
自
粛
を
呼
び
か
け
た
中
で
の
祭
典
と

な
っ
た
。
代
わ
り
に
、
自
宅
か
ら
の
参
拝
を
推

進
す
る
た
め
、
祭
典
の
模
様
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
全
国
に
動
画
が
ラ
イ
ブ
配
信
さ

れ
、映
像
を
通
し
遠
隔
地
か
ら
も
遥
拝
さ
れ
た
。

　

祭
典
後
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
現
状
を
語
る
中
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
草
野
エ
ー

リ
オ
南
米
本
部
長
か
ら
届
い
た
手
紙
を
紹
介
。

「
今
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
80
万
人
の
感
染
者
が
確
認

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

さ
れ
る
中
、
本
部
で
は
亀
岡
天
恩
郷
・
万
祥
殿

に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症･

終
息
オ
ン
ラ
イ
ン
一
斉
祈
願
祭
を
毎
週
土
曜

日
、
夜
９
時
か
ら
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
御
祈

願
の
様
子
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
ラ
イ

ブ
配
信
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
。
ラ
イ
ブ
配
信

の
視
聴
、
ご
祈
願
を
勧
め
た
。

　

引
き
続
き
本
部
職
員
・
信
徒
有
志
に
よ
る
金

剛
流
仕
舞
「
高
砂
」（
シ
テ･

猪
子
恒
東
京
宣

教
セ
ン
タ
ー
長
）
が
奉
納
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、
小
林
龍
雄
・
人
類
愛
善
会
理
事
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
人
類
愛
善
会
の
活
動
と
し

て
エ
コ
バ
ッ
ク
や
マ
イ
ボ
ト
ル
の
携
帯
、
マ
イ

箸
運
動
に
つ
い
て
説
明
。
ま
た
、
大
本
南
米
本

部
が
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
・
ジ
ャ
ン
ヂ
ー
ラ
市
へ
、

手
作
り
マ
ス
ク
を
送
る
支
援
活
動
を
紹
介
し
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
多
く
の
感
染
者
が
出

て
い
る
同
市
に
、
少
し
で
も
支
援
の
和
が
広
が

る
よ
う
に
と
呼
び
か
け
た
。

　

こ
の
取
り
組
み
は
、
ジ
ャ
ン
ヂ
ー
ラ
市
と
姉

妹
都
市
を
結
ぶ
亀
岡
市
が
「
手
作
り
マ
ス
ク
で

姉
妹
都
市
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て

薦
め
て
い
る
活
動
に
賛
同
す
る
も
の
で
、
大
本

で
は
人
類
愛
善
会
総
本
部
が
窓
口
と
な
っ
て
い

る
。
亀
岡
市
で
の
マ
ス
ク
募
集
期
間
が
過
ぎ
た

あ
と
は
、
総
本
部
か
ら
独
自
に
ジ
ャ
ン
ヂ
ー
ラ

市
へ
マ
ス
ク
が
送
付
さ
れ
る
。

東

光

苑

月

次

祭

前
だ
け
で
は
な
く
人
の
前
で
も
善
言
美
詞
を
用

い
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち

は
、「
神
さ
ま
に
対
し
て
も
周
囲
の
人
に
対
し

て
も
、
同
じ
よ
う
に
良
い
言
霊
、
良
い
想
念
で

接
し
、
周
囲
を
信
じ
社
会
全
体
の
向
上
を
念
じ

る
事
が
大
切
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
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