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自
家
成
立
の 

　
根
源
は
和
に
あ
り 

秩
序
の
根
源
は 

　
　
神
祖
崇
敬
よ
り 
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祝
祭
日
に
は
必
ず
国
旗
を
掲
揚
し
ま
し
ょ
う
　
　
　
　
寶
生
教
　
国
旗
掲
揚
運
動 

宗教 
法人 寶 生 教 大 阪 本 部  

夏 

休 

み 

案 内 ご 

子
供
お
楽
し
み
合
宿 

　
　
―
参
加
受
付
中
― 

温
故
知
新

 
 

―
信
仰
の
大
切
さ
を
言
い
伝
え
る
― 

ご教話  

月並祭  
（６月１日） 

常
　
若

 
 

―
新
鮮
さ
を
保
ち
続
け
る
日
本
の
知
恵
― 

ご教話  

教祖祭  
（６月９日） 

月
並
祭
、
教
祖
祭
も 

立
礼
で
の
玉
串
奉
奠
と
な
る 

　
色
々
な
理
由
が
重
な
り
合
い
、

交
じ
り
合
っ
て
、
本
当
に
有
り

得
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
の
事
故
が

起
き
た
の
で
は
な
い
か
と
存
ず

る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
我
々
は
本
当
に
有
り
難
く
、

神
様
・
御
祖
先
の
御
守
護
の
お

陰
で
、
日
々
こ
の
様
に
当
た
り

前
に
翌
朝
、
目
を
開
け
る
こ
と

が
出
来
る
。 

　
こ
れ
こ
そ
奇
跡
の
連
続
が

日
々
積
み
重
な
っ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
か
と
、
今
回
の
痛
ま

し
い
事
故
を
見
て
深
く
思
い
ま

し
た
。 

　
御
守
護
を
受
け
取
る
ア
ン
テ

ナ
を
曇
ら
せ
な
い
た
め
に
日
々
、

神
様
に
お
参
り
を
す
る
、
そ
し

て
出
来
れ
ば
毎
月
お
墓
参
り
に

行
か
れ
、
御
祖
先
に
日
々
の
御

守
護
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と

い
う
事
が
、
い
か
に
大
切
か
と

い
う
事
を
こ
う
い
っ
た
機
会
に
、

子
供
さ
ん
方
、
お
孫
さ
ん
方
に

も
お
話
し
さ
れ
る
と
、
よ
り
自

家
成
立
繁
栄
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
お
話
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
例
年
恒
例
と
な
り
ま
し
た
、

夏
休
み
子
供
合
宿
を
、
今
年
も

一
泊
二
日
で
行
い
ま
す
。 

　
教
会
内
で
の
合
宿
を
通
し
て

教
会
に
親
し
み
、
教
会
で
の
お

友
達
を
増
や
す
良
い
機
会
で
す
。

楽
し
い
企
画
を
考
え
て
い
ま
す
。

初
め
て
の
方
も
、
新
し
い
お
友

達
が
、
す
ぐ
に
で
き
ま
す
。 

　
有
意
義
に
夏
休
み
を
過
ご
す

ス
タ
ー
ト
に
、
ぜ
ひ
、
た
く
さ

ん
の
方
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。 

　
　
　
記 

日
時
　
七
月
二
十
一
日（
日
） 

　
　
　
　
　
　
午
前
九
時
集
合 

　
　
　
　
　
二
十
二
日（
月
） 

　
　
　
　
　
　
午
後
五
時
解
散 

場
所
　
大
阪
本
部
教
会 

費
用
　
い
り
ま
せ
ん 

※
宿
泊
さ
れ
な
い
方
、
ど
ち
ら

か
一
日
だ
け
で
も
参
加
可
能
。 

※
小
学
生
を
対
象
と
し
て
い
ま

す
が
、
中
学
生
以
上
の
方
も

参
加
い
た
だ
き
、
お
手
伝
い

を
お
願
い
し
ま
す
。 

※
参
加
申
し
込
み
は
、
教
会
事

務
所
へ
、
七
月
十
五
日
ま
で

に
お
願
い
致
し
ま
す
。 

　
五
月
一
日
に
天
皇
陛
下
が
御

即
位
さ
れ
、「
令
和
」
の
御
代

に
替
わ
り
ま
し
て
、
早
く
も
一

ヶ
月
余
り
が
経
ち
ま
し
た
。 

　
元
号
が
替
わ
っ
た
と
は
い
え
、

生
活
が
急
に
様
変
わ
り
す
る
わ

け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
大
神
様
、

御
教
祖
様
、
御
祖
先
様
の
御
守 

　
皆
さ
ん
こ
ん
ば
ん
は
。
日
々

暑
い
中
、
そ
れ
ぞ
れ
ご
予
定
の

有
る
と
こ
ろ
、
こ
の
様
に
六
月

一
日
の
月
並
祭
へ
の
御
奉
仕
、

誠
に
お
疲
れ
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
本
日
よ
り
月
並
祭
の
玉
串
奉

奠
は
、
御
起
立
で
の
奉
奠
に
変

え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

　
違
和
感
が
あ
る
方
も
居
ら
れ

る
と
思
い
ま
す
が
、
椅
子
席
に

な
り
、
座
る
、
立
つ
の
動
作
が

増
え
る
為
、
御
起
立
頂
い
た
ま

ま
の
流
れ
で
奉
奠
出
来
る
様
に

さ
せ
て
頂
い
た
次
第
で
す
。 

　
さ
て
先
日
は
、
川
崎
市
で
思

い
が
け
な
い
事
件
が
起
き
ま

し
た
。 

　
事
件
、
事
故
を
見
る
度
に
、

信
仰
っ
て
大
切
だ
な
あ
と
私
な

ど
は
つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ

ま
す
。 

　
ま
さ
に
点
と
線
の
交
わ
り
が

こ
の
様
に
悲
惨
な
事
件
、
事
故

を
引
き
起
こ
し
た
り
、
思
い
が

け
な
い
喜
び
を
生
み
だ
し
た
り

す
る
わ
け
で
す
。 

　
何
か
目
に
見
え
な
い
力
に
引

き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
あ
の
様

な
事
件
現
場
で
被
害
者
と
し
て

居
合
わ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
事

は
、
非
常
に
残
念
な
事
で
す
。 

　
信
仰
す
る
私
達
は
日
々
、
目

に
見
え
な
い
大
神
様
、
御
祖
先

様
の
御
守
護
の
お
陰
に
よ
り
、

今
日
こ
の
様
に
元
気
に
参
拝
さ

せ
て
頂
い
て
い
る
事
に
、
感
謝

せ
ず
に
お
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

　「
温
故
知
新
」
と
言
う
言
葉

が
有
り
ま
す
が
、
故
き
を
温
ね

て
新
し
き
を
知
る
と
言
う
意
味

で
す
。
含
蓄
の
深
い
言
葉
だ
と

存
じ
ま
す
。 

　
故
き
を
温
ね
る
だ
け
な
ら
、

振
り
返
れ
ば
よ
い
事
で
す
が
、

そ
こ
か
ら
新
た
な
事
を
発
見
し
、

新
た
な
未
来
へ
と
突
き
進
む
と

い
う
意
味
の
言
葉
で
、
昔
な
が

ら
に
行
っ
て
い
る
事
か
ら
、
新

し
い
考
え
を
生
み
出
し
、
時
代

に
沿
っ
て
変
え
る
所
は
変
え
て

い
く
、
変
え
て
は
い
け
な
い
所

は
残
し
て
い
く
と
い
う
事
で
す
。 

　
私
共
、
寶
生
教
で
も
最
近
は

膝
の
痛
い
方
が
増
え
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
神
様
に
お
許
し

い
た
だ
い
て
総
て
の
参
列
席
を

椅
子
席
に
致
し
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、
祭
典
の
厳
粛
さ
は

変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
で
す
。 

　
そ
の
為
に
は
、
祭
典
に
直
接

奉
仕
す
る
私
達
も
、
御
参
拝
頂

く
皆
様
も
し
っ
か
り
と
心
得
て

頂
き
、
寶
生
教
大
阪
本
部
の
祭

典
に
参
列
す
れ
ば
大
変
大
き
な

お
徳
を
頂
く
事
が
出
来
る
と
い

う
気
持
ち
を
強
く
お
持
ち
頂
き
、

御
家
族
、
御
親
戚
の
方
々
に
お

話
し
頂
け
れ
ば
と
思
う
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

　
お
陰
話
を
し
て
頂
く
事
は
、

大
変
尊
い
事
で
す
。 

　
し
か
し
、
頂
い
た
お
陰
の
凄

さ
を
、
た
だ
「
凄
い
、
凄
い
」

と
云
う
だ
け
で
は
ど
の
様
に
凄

い
の
か
が
中
々
伝
わ
り
ま
せ
ん
。 

　
頂
い
た
お
陰
を
あ
る
程
度
順

序
立
て
て
お
話
で
き
な
い
と
、

そ
の
せ
っ
か
く
の
お
話
を
聞

い
た
人
も
良
く
解
ら
な
い
で

し
ょ
う
。 

　
も
う
一
つ
、
大
切
な
事
が
あ

る
の
で
す
。 

　
そ
れ
は
、
自
分
達
の
信
仰
の

基
本
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
し

っ
か
り
と
理
解
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
の
で
す
。 

　
私
達
の
寶
生
教
は
神
道
で
す
。 

　
そ
の
信
仰
の
基
本
は
「
神
を

尊
び
祖
先
を
敬
い
、
自
然
に
感

謝
し
自
然
の
摂
理
に
従
っ
て
生

き
る
。」
と
い
う
も
の
で
す
。 

　
こ
の
信
仰
の
基
本
が
あ
っ
て
、

更
に
、
私
達
の
寶
生
教
は
ご
教

祖
様
の
お
陰
で
信
徒
一
人
一
人

に
至
る
ま
で
ご
霊
感
を
体
得
で

き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
奇
し
き
ご
守

護
を
日
々
受
け
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
す
。 

　
そ
の
基
本
を
伝
え
ず
に
た
だ
、

「
凄
い
、
凄
い
。」
だ
け
で
は
本

当
の
凄
さ
は
伝
わ
ら
な
い
で
し

ょ
う
。 

　
大
切
な
の
は
、
自
分
達
の
信

仰
す
る
寶
生
教
の
神
道
が
た
だ
、

自
分
達
の
為
だ
け
に
祈
る
も
の

で
は
な
く
、
こ
の
信
仰
を
通
じ

て
日
本
国
家
や
日
本
の
文
化
保

全
の
為
に
、
ま
た
広
く
世
の
中

の
為
に
祈
っ
て
い
る
と
い
う
事

実
を
、
お
話
し
て
頂
く
こ
と
か

と
存
じ
ま
す
。 

　
信
仰
は
楽
を
す
る
た
め
の
も

の
で
は
な
い
と
強
く
悟
っ
た
時

に
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
に
心

に
身
太
気
神
風
が
強
く
吹
く
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
影
だ
に
も
人
に
は
見
え
ぬ 

　
此
の
神
を
世
に
現
は
せ
よ 

　
　
身
太
気
神
風
（
教
祖
） 

　
身
太
気
神
風
が
吹
く
も
吹
か

ぬ
も
そ
れ
ぞ
れ
信
仰
者
の
心
掛

け
一
つ
。 

　
お
互
い
に
信
仰
に
励
み
、
身

太
気
神
風
の
守
護
あ
る
日
常
を

送
り
ま
し
ょ
う
。 

教
　
会
　
行
　
事 

七
月
　
一
日（
月
）　
月
　
並
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 

　
　
　
七
日（
日
）　
御
本
宮
月
並
祭
　
　
　
午
前
十
一
時
半 

　
　
　
　
　
　
　
　
御
本
宮
遙
拝
式
　
　
　
午
前
九
時 

　
　
　
八
日（
月
）　
修
行
日
　
　
　
午
前
十
一
時
、
午
後
七
時 

　
　
　
九
日（
火
）　
修
　
行
　
　
　
　
　
　
午
前
十
一
時 

　
　
　
　
　
　
　
　
教
　
祖
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 

　
　
十
三
日（
土
）　
米
子
地
区
敬
和
会 

　
　
十
四
日（
日
）　
名
古
屋
地
区
敬
和
会 

　
　
十
五
日（
祝
）　
月
　
並
　
祭
　
　
　
　
午
前
十
時 

　
　
十
七
日（
水
）　
宝
生
会（
美
奈
木
Ｇ
Ｃ
） 

　
　
二
十
日（
土
）　
西
播
教
会
修
行
日 

　
　
二
一
日（
日
）　
夏
休
み
子
供
お
楽
し
み
合
宿 

　
　
二
二
日（
月
） 

　
　
二
七
日（
土
）　
神
　
伝
　
灸
　
　
　
　
午
前
九
時
〜
正
午 

　
　
　
　
　
　
　
　
宵
宮
式
・
納
涼
会
　
　
午
後
四
時 

　
　
二
八
日（
日
）　
立
教
記
念
大
祭
　
　
　
午
前
十
時
半 

八
月
　
一
日（
木
）　
月
　
並
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 

　
　
　
四
日（
日
）　
御
本
宮
月
並
祭
　
　
　
午
前
十
一
時
半 

　
　
　
　
　
　
　
　
御
本
宮
遙
拝
式
　
　
　
午
前
九
時 

　
　
　
八
日（
木
）　
修
行
日
　
　
　
午
前
十
一
時
、
午
後
七
時 

　
　
　
九
日（
金
）　
修
　
行
　
　
　
　
　
　
午
前
十
一
時 

　
　
　
　
　
　
　
　
教
　
祖
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 

立
教
記
念
大
祭 

七
月
二
十
八
日（
日
）午
前
十
時
半 

―
宵
宮
式
、二
十
七
日（
土
）午
後
四
時
よ
り
― 

当
本
部
の 
夏 
祭 

り 

～ 

あ
ら 

み
　
た
　
け
か
み
か
ぜ 

み
　
た
　
け
か
み
か
ぜ 



（３） ７月号 ほ　　う　　せ　　い ７月号  （２） ほ　　う　　せ　　い （４８５号） （４８５号） 

御
本
宮
　
月
並
祭
　
　
　
毎
月
第
一
日
曜
日
　
午
前
十
一
時
半
よ
り 

令和元年７月１日 令和元年７月１日 

アメリカの建築家アントニオ・レイモンド氏が 
「世界で一番古くて新しいものがここにある」 
と称えた、『伊勢神宮』 

戦
後
の
平
和
は
、皇
室
護
持
の
賜
物
。 

 

―
子
育
て
世
代
こ
そ
、し
っ
か
り
と
信
仰
を
― 

ご教話  

教祖祭  
（５月９日） 

自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
意
識
を
。 
ご教話  

月並祭  
（５月１５日） 

護
の
も
と
、
日
々
恙
な
く
お
過

ご
し
に
な
り
、
大
小
様
々
に
感

謝
を
す
る
出
来
事
が
お
あ
り
か

と
存
じ
ま
す
。 

　
こ
の
様
に
私
達
日
本
人
が
、

日
々
に
喜
び
を
享
受
出
来
得
る

の
は
、
や
は
り
国
家
が
安
定
し

て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
国
家
の
安
定
を
も
た

ら
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
が
、

天
皇
陛
下
の
存
在
で
す
。 

　
天
皇
陛
下
の
お
陰
で
、
日
本

人
の
日
々
の
暮
ら
し
が
成
り
立

っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
程
、
天

皇
陛
下
、
皇
室
と
私
達
国
民
は

密
接
な
関
係
な
の
で
す
。 

　
二
千
六
百
年
以
上
の
長
き
に

亘
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
、
男
系

の
男
子
た
る
直
系
と
い
う
皇
統
。

こ
れ
を
守
り
抜
い
て
こ
ら
れ
た

の
は
並
大
抵
の
努
力
で
は
無
か

っ
た
と
拝
察
致
す
所
で
す
。 

　
日
本
に
と
っ
て
、
そ
し
て
日

本
国
民
に
と
っ
て
大
変
重
要
な

こ
の
伝
統
を
守
り
続
け
ら
れ
る

様
に
、
憲
法
改
正
、
又
皇
室
典

範
の
見
通
し
が
正
し
く
進
め
ら

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
止
み
ま

せ
ん
。 

　
お
話
は
少
し
変
わ
り
ま
す
が
、

「
常
若
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存

じ
で
し
ょ
う
か
。 

　
読
ん
で
字
の
如
く
、「
常
に
、

い
つ
ま
で
も
若
々
し
く
あ
れ
」

と
い
う
意
味
で
伊
勢
神
宮
の
式

年
遷
宮
の
精
神
性
を
表
す
言
葉

な
の
で
す
。 

　
天
照
皇
大
神
を
主
祭
神
と
し

て
お
祀
り
す
る
、
伊
勢
神
宮
。

一
体
、
何
時
頃
出
来
た
の
か
と

申
し
ま
す
と
、
お
よ
そ
二
千
年

前
、
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
御

代
だ
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
垂
仁
天
皇
は
皇
女
倭
姫
命
に
、

「
天
照
皇
大
神
が
お
鎮
ま
り
に

な
る
の
に
相
応
し
い
地
を
探
し

な
さ
い
」
と
お
命
じ
に
な
り
ま

す
。
倭
姫
命
が
各
地
を
巡
り
、

最
後
に
辿
り
着
い
た
の
が
、
現

三
重
県
伊
勢
市
の
五
十
鈴
川
の

上
流
だ
っ
た
の
で
す
。 

　
そ
の
際
、
天
照
皇
大
神
よ
り

「
神
風
の
伊
勢
の
国
は
大
変
豊

か
な
国
で
あ
る
。
こ
の
美
し
国

に
鎮
ま
ろ
う
と
思
う
。」
と
の

御
神
勅
を
受
け
ら
れ
、
現
在
地

に
決
定
し
た
の
で
す
。 

　
そ
の
広
さ
は
何
と
五
五
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
。
東
京
都
世
田
谷

区
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
そ
う
で
す
。

勿
論
、
社
殿
だ
け
の
広
さ
で
は

無
く
、
関
係
す
る
森
や
田
ん
ぼ

等
も
含
め
て
、
こ
れ
程
広
大
な

敷
地
を
有
し
て
い
る
の
で
す
。 

　
天
照
皇
大
神
が
ご
鎮
座
さ
れ

て
よ
り
、
時
代
は
進
み
ま
し
て
、

第
二
十
一
代
雄
略
天
皇
の
御
代

に
、
神
宮
の
祭
祀
等
が
整
備
さ

れ
た
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
式
年
遷
宮
も
、
こ
の
頃
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
今
か
ら
お
よ

そ
一
六
〇
〇
年
前
の
お
話
で
す
。 

　
二
十
年
に
一
度
、
総
て
を
新

し
く
建
て
替
え
る
。
そ
れ
に
因

っ
て
、
御
神
威
も
弥
増
し
て
生

ま
れ
変
わ
り
、
そ
の
精
神
を
も

受
け
繋
い
で
い
く
為
の
、
大
変

重
要
な
神
事
で
あ
り
ま
す
。 

　
こ
こ
で
世
界
に
目
を
向
け
、

同
じ
様
な
祭
祀
場
を
見
て
み
ま

す
と
、
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
の

パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
。 

　
そ
の
材
料
は
、
日
本
の
神
社

の
様
に
木
や
草
で
は
な
く
、
石

造
り
で
す
。
そ
の
方
が
長
持
ち

す
る
は
ず
と
、
誰
も
が
考
え

ま
す
。 

　
し
か
し
ご
存
知
の
様
に
、
パ

ル
テ
ノ
ン
神
殿
は
、
殆
ど
朽
ち

て
し
ま
い
、
少
し
の
姿
形
を
見

る
こ
と
は
出
来
ま
す
が
、
祭
祀

は
現
在
執
り
行
わ
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。 

　
或
い
は
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
。 

　
こ
ち
ら
も
石
造
り
で
、
形
は

確
か
に
残
っ
て
お
り
ま
す
し
、

王
の
墓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

解
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
も
こ

こ
で
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
一
方
で
私
達
の
日
本
、
神
宮

は
木
造
建
築
の
神
殿
を
二
十
年

に
一
度
建
て
替
え
る
事
で
そ
の

姿
形
、
更
に
は
精
神
を
も
現
在

に
受
け
繋
い
で
い
る
の
で
す
。 

　
ア
メ
リ
カ
の
建
築
家
ア
ン
ト

ニ
オ
・
レ
イ
モ
ン
ド
氏
は
神
宮

の
姿
を
見
て
「
世
界
で
一
番
古

く
て
新
し
い
も
の
が
こ
こ
に
あ

る
」
と
称
え
た
そ
う
で
す
。 

　
そ
の
姿
形
、
又
そ
こ
で
執
り

行
わ
れ
る
祭
祀
、
或
い
は
精
神

は
、
総
て
一
六
〇
〇
年
前
と
変

わ
ら
ず
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て

い
ま
す
。 

　
つ
ま
り
、
社
殿
を
始
め
、
神

具
、
神
宝
等
を
、
二
十
年
に
一

度
造
り
替
え
る
事
が
世
界
的
に

見
て
奇
跡
と
も
言
え
る
現
象
が

今
日
の
神
宮
に
は
見
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
す
。 

　
そ
し
て
「
常
若
」
の
精
神
を

持
つ
こ
と
に
よ
り
神
代
の
姿
形

だ
け
で
な
く
祭
祀
、
精
神
が
そ

の
ま
ま
現
在
迄
続
い
て
い
る
所

が
神
道
の
素
晴
ら
し
い
所
で
す
。 

　
さ
て
今
日
は
御
教
祖
祭
。 

　
教
祖
礼
拝
祝
詞
の
最
後
に
は
、

「
吾
が
身
を
撫
で
愛
で
教
え
導

き
給
い
」
と
奏
上
致
し
ま
す
。

大
変
意
義
深
い
祝
詞
で
す
。 

　
教
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
大

神
様
、
御
教
祖
様
、
御
祖
先
様

に
身
を
可
愛
が
っ
て
頂
い
て
、

行
く
先
を
教
え
導
い
て
下
さ
い

と
願
う
祝
詞
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
そ
う
し
て
頂
く
為
に
は
、
私

達
信
仰
す
る
者
は
素
直
な
心
を

持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

先
々
代
、
先
代
の
教
会
長
も
常
々

申
し
た
様
に
、
信
仰
は
何
よ
り

素
直
な
心
が
大
切
で
す
。 

　
そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
を
大
神
様

に
あ
ず
け
、
素
直
な
気
持
ち
で

拝
礼
し
、
教
会
に
ご
奉
仕
す
る
。

又
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
励
ま

れ
る
。 

　
そ
の
精
神
、
姿
が
あ
っ
て
こ

そ
吾
が
身
を
撫
で
愛
で
教
え
導

き
給
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

　
こ
れ
か
ら
暑
さ
も
増
し
、
健

康
を
損
な
い
が
ち
な
季
節
に
な

り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
自
愛
い
た

だ
く
と
共
に
、
大
神
様
の
ご
守

護
の
も
と
心
身
健
や
か
に
日
々

過
ご
さ
れ
ま
す
様
心
か
ら
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
皆
様
こ
ん
ば
ん
は
。
熱
心
に

御
参
拝
頂
き
ま
し
て
誠
に
お
疲

れ
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
先
日
来
、
様
々
な
場
所
で
交

通
事
故
が
頻
発
し
て
お
り
、
連

日
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
交
通
ル
ー
ル
は
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
決
し
て
完
璧
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
自

分
の
身
は
自
分
で
守
る
、
と
い

う
意
識
を
常
に
持
つ
事
が
必
要

で
す
。 

　
神
様
、
御
祖
先
の
御
守
護
を

頂
い
て
い
ま
す
が
、
常
に
自
分

の
心
身
を
引
き
締
め
る
事
は
大

切
で
す
。 

　
こ
れ
が
、
心
の
隙
を
作
ら
な

い
と
い
う
事
に
繋
が
り
ま
す
。 

　
小
さ
い
お
子
さ
ん
は
大
人
が

見
守
っ
て
あ
げ
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
が
、
大
人
に
な
れ
ば
尚
更
、

心
に
隙
を
作
ら
な
い
と
い
う
事

が
必
要
で
す
。 

　
こ
れ
は
、
健
康
に
も
言
え
る

事
で
す
。
健
康
も
自
分
自
身
で

身
体
を
守
る
心
掛
け
を
忘
れ
る

と
、
思
い
が
け
な
い
時
に
、
体

調
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

　
神
様
、
御
祖
先
の
御
守
護
を

頂
い
て
い
て
も
、
一
番
重
要
な

事
は
、
自
分
の
身
は
自
分
で
守

る
と
い
う
意
識
を
忘
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
常
々
申
し
上

げ
て
い
ま
す
が
、
信
仰
は
楽
を

す
る
為
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

　
信
仰
生
活
心
得
の
な
か
で
「
食

べ
物
の
好
き
嫌
い
、
よ
り
好
み
、

食
べ
過
ぎ
、
む
ら
食
い
、
た
ば

こ
、
酒
の
の
み
過
ぎ
は
い
た
し

ま
せ
ん
」
と
お
誓
い
し
て
い
る

以
上
、
自
分
の
身
体
は
本
人
で

管
理
す
る
事
が
重
要
で
す
。 

　
自
然
の
中
で
生
き
て
い
る
あ

ら
ゆ
る
生
物
は
、
自
分
の
力
で

自
分
を
守
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
れ
ば
、
命
尽
き
る
の
が
自
然

の
宿
命
で
す
。 

　
最
近
の
日
本
人
が
な
ぜ
自
身

の
安
全
す
ら
人
任
せ
の
国
に
な

っ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
実

は
憲
法
に
理
由
が
あ
り
ま
す
。 

　
日
本
国
憲
法
で
総
て
の
軍
備

を
放
棄
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

自
分
達
の
身
も
国
も
自
分
達
で

守
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

　
今
の
日
本
人
は
、
自
分
の
身

を
常
に
自
分
で
守
り
続
け
る
意

識
を
無
く
し
て
い
る
の
で
、
平

気
で
自
分
中
心
の
行
動
を
と
る

世
の
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。 

　
私
達
寶
生
教
を
信
仰
し
て
い

る
も
の
は
、
時
代
の
趨
勢
に
流

さ
れ
ず
、
自
分
の
身
は
自
分
で

守
る
、
健
康
は
自
分
で
管
理
す

る
と
い
う
事
を
、
常
々
心
掛
け

な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

　
ど
う
ぞ
、
神
様
、
御
祖
先
様

に
御
守
護
頂
い
て
い
る
以
上
、

そ
の
有
り
難
さ
に
常
々
感
謝
す

る
こ
と
が
大
切
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
憲
法
記
念
日
の
話
を
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
我
々
が
使
用
し
て

い
る
憲
法
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら

押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
で
す
。

こ
の
憲
法
を
い
つ
ま
で
も
使
い

続
け
て
い
る
事
も
お
か
し
な
事

で
、
そ
の
憲
法
が
定
め
ら
れ
た

日
を
、
祝
日
と
し
て
祝
う
事
も
、

違
和
感
が
あ
る
と
皆
さ
ん
思
い

ま
せ
ん
か
。 

　
ニ
ュ
ー
ス
等
で
、
憲
法
記
念

の
集
会
で
、
現
在
の
日
本
国
憲

法
を
守
る
、
特
に
九
条
を
守
っ

て
い
こ
う
と
言
う
人
々
の
集
会

を
取
材
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

中
で
、
せ
っ
か
く
戦
争
し
な
い

憲
法
を
決
め
た
の
で
、
そ
れ
を

守
っ
て
い
け
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
、

と
仰
っ
て
い
る
方
々
が
お
ら
れ

ま
し
た
。 

　
ま
た
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位

に
合
わ
せ
ま
し
て
、
平
成
の
時

代
は
戦
争
が
無
か
っ
た
時
代
だ
、

と
盛
ん
に
報
道
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
憲
法
九
条
が
定
め
ら
れ

て
い
た
か
ら
、
戦
争
が
無
か
っ

た
訳
で
は
な
い
の
で
す
。 

　
な
ぜ
昭
和
の
後
半
、
平
成
の

時
代
に
戦
争
を
し
な
く
て
済
ん

だ
の
か
。 

　
こ
れ
は
、
大
東
亜
戦
争
に
残

念
な
が
ら
敗
れ
は
し
ま
し
た
が
、

国
体
を
護
持
出
来
た
か
ら
な
の

で
す
。 

　
国
体
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、

国
土
、
国
民
、
皇
室
な
の
で
す
。 

　
そ
の
三
つ
を
守
る
事
が
出
来

た
。
こ
れ
は
大
変
に
誇
ら
し
い

事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
っ
て
そ

の
後
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
ず

に
済
ん
だ
の
で
す
。 

　
で
す
か
ら
憲
法
九
条
が
あ
っ

た
為
に
、
平
和
に
過
ご
せ
た
と

仰
る
方
の
意
見
は
、
お
そ
ら
く

正
し
い
知
識
を
お
持
ち
で
無
い

方
の
意
見
で
は
な
い
か
と
存
じ

ま
す
。 

　
国
体
を
護
持
出
来
た
理
由
は
、

何
と
言
っ
て
も
、
昭
和
天
皇
の

お
徳
の
お
陰
で
す
。 

　
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
司
令
官
と
し
て
マ

ッ
カ
ー
サ
ー
が
占
領
軍
の
長
と

し
て
日
本
に
来
ま
し
た
。 

　
当
初
は
日
本
を
バ
ラ
バ
ラ
に

し
、
二
度
と
復
活
出
来
な
い
よ

う
に
、
北
は
ソ
連
、
四
国
は
中

国
、
本
州
は
二
つ
に
分
け
、
ア

メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
そ
れ
ぞ
れ

が
分
け
て
統
治
を
す
る
計
画
が

な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
最
初
に
乗

り
込
み
、
天
皇
陛
下
に
会
い
、

昭
和
天
皇
の
お
徳
に
触
れ
、
国

体
護
持
を
し
た
い
と
仰
る
天
皇

陛
下
の
意
向
に
沿
っ
た
と
い
う

事
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
は
天

皇
陛
下
を
政
治
利
用
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
天

皇
陛
下
、
皇
室
は
守
ら
れ
、
そ

し
て
日
本
の
国
土
を
分
け
ず
に

済
ん
だ
の
で
、
今
の
平
和
が
あ

る
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
そ
う
考
え
ま
す
と
、
天
皇
陛

下
が
居
ら
れ
な
い
日
本
に
現
在

の
様
な
暮
ら
し
は
無
か
っ
た
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。 

　
重
ね
て
申
し
上
げ
ま
す
が
、

皇
室
を
失
う
事
は
決
し
て
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

　
何
故
な
の
か
？ 

　
世
界
で
一
番
古
く
、
一
番
権

威
あ
る
王
室
・
皇
室
で
あ
る
事

も
理
由
と
し
て
は
あ
る
の
で
す
。 

　
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
理
屈

で
は
無
く
、
日
本
人
の
祖
先
が

皇
室
だ
か
ら
と
言
う
事
な
の

で
す
。 

　
日
本
人
の
家
族
の
一
番
の
本

家
が
皇
室
と
い
う
事
で
、
大
切

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
事
で
す
。 

　
皇
室
家
が
営
々
と
続
い
て
頂

く
事
が
、
我
々
日
本
人
の
幸
せ

の
近
道
と
言
う
事
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

　
総
代
様
の
お
話
に
も
有
り
ま

し
た
が
、
大
津
で
大
変
痛
ま
し

い
交
通
事
故
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

　
こ
の
事
故
に
関
し
て
も
点
と

線
が
交
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。 

　
こ
の
信
仰
な
さ
る
皆
様
方
は
、

神
様
、
御
祖
先
に
護
っ
て
頂
い

て
い
る
の
で
、
禍
津
神
の
な
す

曲
事
に
、
巡
り
会
わ
ず
に
済
ん

で
い
る
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
我
々
は
常
々
護
っ
て
頂
い
て

い
る
の
で
、
悪
い
タ
イ
ミ
ン
グ

を
避
け
さ
せ
て
頂
き
、
良
い
タ

イ
ミ
ン
グ
の
御
縁
を
運
ん
で
頂

い
て
い
る
訳
で
す
。 

　
御
教
祖
様
が
よ
く
仰
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
子
供
が
十
三
歳

に
な
る
ま
で
は
全
て
親
の
責
任

で
す
。 

　
子
供
の
怪
我
や
病
気
は
全
て

親
が
何
か
悟
る
も
の
が
あ
る
、

と
父
母
か
ら
も
よ
く
教
え
ら
れ

ま
し
た
。 

　
そ
う
考
え
ま
す
と
、
子
育
て

す
る
世
代
の
方
々
に
こ
そ
、
し

っ
か
り
と
信
仰
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
私
も
神
様
に
朝
晩
お
願
い
す

る
事
は
、
や
は
り
子
供
の
事
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

　
心
身
共
に
健
や
か
に
、
又
良

い
ご
縁
を
頂
き
、
良
い
友
人
、

良
い
先
生
方
に
恵
ま
れ
、
人
生

が
豊
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
と

毎
日
お
祈
り
を
し
て
い
ま
す
。 

　
今
子
育
て
に
一
生
懸
命
頑
張

っ
て
お
ら
れ
る
方
々
こ
そ
、
神

様
・
御
祖
先
の
前
に
一
歩
で
も

近
づ
き
、
そ
の
お
徳
を
ま
ず
親

が
受
け
な
い
と
、
子
供
ま
で
そ

の
お
徳
は
届
か
な
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。 

　
ひ
ど
い
事
故
・
事
件
に
巻
き

込
ま
れ
る
と
、
罰
が
当
た
っ
た

と
言
い
ま
す
け
ど
も
、
日
本
の

神
様
、御
祖
先
は
、決
し
て
罰
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

　
我
々
人
間
が
、
そ
の
守
護
を

受
け
と
る
ア
ン
テ
ナ
を
曇
ら
せ

て
し
ま
う
だ
け
な
の
で
す
。 

　
今
回
大
津
の
事
故
に
巻
き
込

ま
れ
た
方
々
、
加
害
者
に
な
っ

て
し
ま
わ
れ
た
方
々
は
、
き
っ

と
そ
れ
ぞ
れ
に
悟
る
こ
と
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
例
え
ば
、
御
祖
先
へ
の
お
仕

え
が
足
り
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
し
、
子
供
を
機
嫌
良
く
送
り

出
す
事
が
出
来
て
い
な
か
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
ま
た
、
家
相
に
何
か
問
題
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

と
こ
わ
か 

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と 

う
ま 
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