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物
事
は
総
て
繋
が
っ
て
い
る

ご教話

教祖祭
（7月9日）

歴
史
を
知
り
愛
が
生
ま
れ
る

ご教話

月並祭
（6月15日）

平
穏
な
生
活
こ
そ
お
陰

ご教話

教祖祭
（6月9日）

の
一
帯
を
、
白
髪
山
の
材
木
が

集
ま
る
こ
と
か
ら
、「
白
髪
町
」

と
呼
び
ま
し
た
。そ
の
名
残
で
、

現
在
教
会
の
北
側
に「
白
髪
橋
」

と
い
う
交
差
点
が
あ
る
の
で
す
。

　

当
時
の
土
佐
材
木
は
「
御
材

木
」
と
呼
ば
れ
、
一
切
値
引
き

無
し
で
取
引
さ
れ
る
程
、
全
国

で
珍
重
さ
れ
る
地
位
に
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

　

そ
の
結
果
、
土
佐
藩
は
一
挙

に
借
財
を
返
済
し
た
だ
け
で
な

く
、
さ
ら
に
残
り
金
が
で
き
た

程
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
新

大
坂
城
が
築
城
さ
れ
る
ま
で
の

お
話
。
そ
の
後
、
江
戸
後
期
、

大
坂
は
「
大
坂
三
郷
」
と
い
っ

て
、
本
町
通
り
を
境
に
北
組
と

南
組
、
大
川
以
北
を
天
満
組
と

呼
び
、
三
つ
に
街
割
り
さ
れ
ま

し
た
。

　

当
時
は
上
町
台
地
の
北
の
端

大
坂
城
の
あ
る
辺
り
が
都
市
の

北
の
端
で
、
そ
こ
に
は
武
家
屋

敷
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

天
満
組
に
は
大
阪
天
満
宮
や

綱
敷
天
神
社
、
福
島
天
神
が
、

南
組
に
は
南
船
場
と
島
之
内
、

北
組
に
は
船
場
、
西
船
場
と
、

各
賑
わ
い
が
あ
り
、幕
末
に
は
、

現
在
の
西
区
の
辺
り
は
湾
岸
地

域
と
し
て
最
先
端
の
開
発
が
な

さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
時
代
に
入
り
、
大
坂
三

郷
は
再
編
さ
れ
、
大
阪
市
街
地

が
北
、
東
、
西
、
南
の
四
大
組

に
分
割
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
大
組
は
区
と
な

り
、
順
々
に
開
発
さ
れ
、
明
治

二
十
二
年
に
よ
う
や
く
大
阪

「
市
」
が
誕
生
す
る
の
で
す
。

　

大
阪
市
は
ま
ず
、
当
時
港
と

し
て
大
阪
の
玄
関
口
で
あ
っ
た

現
在
の
西
区
川
口
に
外
国
人
居

留
地
（
旧
川
口
居
留
地
）
を
設

置
し
、「
八
百
八
橋
」
と
呼
ば

れ
る
程
街
中
に
廻
る
運
河
を
利

用
し
て
流
通
を
行
っ
た
、
ま
さ

　

昨
日
、
六
月
八
日
は
、
附
属

池
田
小
事
件
か
ら
丁
度
二
十
年

が
経
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
現

場
に
居
合
わ
せ
た
方
の
当
時
を

振
り
返
る
お
話
が
、
産
経
新
聞

に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

目
の
前
で
友
人
が
命
を
落
と

す
姿
や
犯
人
の
目
は
、
何
時
ま

で
も
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
、
忘

れ
る
事
は
な
い
の
で
は
な
い
か

と
存
じ
ま
す
。

　

同
じ
教
室
に
居
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
僅
か
一
メ
ー
ト
ル
、
僅

か
数
秒
の
差
で
、
命
を
失
っ
た

生
徒
と
助
か
っ
た
生
徒
が
居
ら

れ
ま
す
。

　

こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
、神
様
、

ご
祖
先
の
ご
守
護
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

私
共
の
生
活
の
中
で
も
、
ほ

ん
の
僅
か
な
差
で
大
難
が
小
難

に
、
小
難
が
無
難
に
と
い
う
場

面
が
お
あ
り
か
と
存
じ
ま
す
。

に
水
運
の
街
で
し
た
。

　

一
方
で
台
風
や
大
雨
の
影
響

で
水
害
に
苦
し
め
ら
れ
た
歴
史

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
水
害
を

解
消
し
よ
う
と
、
多
く
の
運
河

が
暗
渠
と
い
う
地
下
水
路
と
し

て
整
備
さ
れ
、
現
在
の
姿
に
移

り
変
わ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

こ
の
様
に
物
事
の
歴
史
を
知

る
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
、

「
賢
者
は
歴
史
に
学
び
、

　

愚
者
は
習
慣
に
学
ぶ
。」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

賢
い
人
は
日
々
の
身
近
な
こ

と
で
は
な
く
、
遥
か
昔
の
歴
史

か
ら
物
事
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
国
の
歴
史
を
知
る

と
「
愛
国
心
」
が
生
ま
れ
ま
す

し
、
先
程
の
話
の
様
に
、
自
分

の
住
む
地
域
の
歴
史
を
知
る
と

「
郷
土
愛
」
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
各
家
に
も
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
名

の
歴
史
を
大
切
に
し
、
子
ど
も

達
、
孫
達
に
伝
え
て
い
く
こ
と

が
、「
家
族
愛
」
を
育
む
大
き

な
原
動
力
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
存
じ
ま
す
。

　

そ
れ
を
「
運
が
よ
か
っ
た
」

と
思
う
の
で
は
な
く
、
神
様
、

ご
祖
先
の
「
お
陰
」
と
感
じ
る

の
が
信
仰
で
す
。

　

先
日
も
申
し
ま
し
た
様
に
、

戦
後
、
日
本
は
教
育
現
場
か
ら

宗
教
的
情
操
教
育
が
欠
落
し
、

「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
へ
の

畏
敬
の
念
を
失
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

考
え
て
み
ま
す
と
、
世
の
中

に
は
「
光
」
が
あ
れ
ば
「
闇
」

も
あ
り
ま
す
。「
陽
」
が
あ
れ

ば
「
陰
」
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
恐
ら
く
世
の
常
で
、

例
え
宗
教
的
情
操
教
育
を
行
っ

た
と
し
て
も
、
附
属
池
田
小
事

件
の
様
な
悲
し
い
出
来
事
は
無

く
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
の
暗
い
「
陰
」

の
道
を
避
け
、
明
る
い
「
陽
」

の
道
を
歩
ま
せ
て
頂
く
の
が

正
に
信
仰
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

何
事
も
な
い
平
穏
な
生
活
こ

そ
が
何
よ
り
の
幸
せ
で
あ
り
、

「
有
り
難
い
」
こ
と
な
の
だ
と
、

常
に
感
謝
を
忘
れ
ず
日
々
を
過

ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

改
め
て
感
じ
た
次
第
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

扨
、
二
週
間
後
、
い
よ
い
よ

東
京
五
輪
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

そ
の
五
輪
に
つ
い
て
政
府
や
東

京
都
、
各
組
織
委
員
会
が
無
観

客
開
催
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
受
け
て
産
経
新
聞
に
、

「
五
輪
『
無
観
客
』
は
大
失
態
」

と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　

確
か
に
そ
の
通
り
で
、
一
年

延
期
し
た
の
で
す
か
ら
、
諸
準

備
、
コ
ロ
ナ
対
策
等
は
充
分
に

で
き
た
は
ず
で
す
。

　

や
は
り
最
も
大
き
な
原
因
は

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
遅
れ
で
す
。

日
本
で
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
、

国
際
社
会
に
大
き
く
出
遅
れ
た

為
に
、
こ
の
様
な
結
果
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

皆
様
も
よ
く
お
解
り
の
よ
う

に
、
物
事
は
総
て
繋
が
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
無
観

客
開
催
」
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け

の
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
が
も
っ
と
進

ん
で
い
れ
ば
、
無
観
客
に
せ
ず

に
済
ん
だ
で
し
ょ
う
。
で
は
何

故
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
遅
れ
た
の

か
と
申
し
ま
す
と
、
日
本
が
軍

隊
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

ウ
イ
ル
ス
や
ワ
ク
チ
ン
は
、

諸
外
国
で
は
既
に「
生
物
兵
器
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
で
は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

か
か
る
費
用
を
国
防
費
か
ら
捻

出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
お
解

り
頂
け
る
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
欧
米
諸
国
で
は
平
時

か
ら
、
こ
の
度
の
様
な
ウ
イ
ル

ス
ま
ん
延
に
対
応
で
き
る
準
備

が
整
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

で
は
何
故
日
本
が
軍
隊
を
持

っ
て
い
な
い
の
か
。
常
々
申
し

上
げ
て
い
る
様
に
、
大
東
亜
戦

争
敗
戦
後
、
G
H
Q
に
押
し
付

け
ら
れ
た
憲
法
を
使
い
続
け
て

い
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
五
輪
無
観
客
開
催
も

よ
く
歴
史
を
繙
く
と
、
違
う
所

に
大
き
な
原
因
が
潜
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

本
日
は
、
本
部
教
会
が
鎮
座

し
ま
す
「
大
阪
市
」
の
歴
史
を

繙
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
古
地
図
で
た
ど
る

　
　

大
阪
24
区
の
履
歴
書
』

と
い
う
書
籍
が
ご
ざ
い
ま
す
。

著
者
は
大
阪
市
出
身
の
作
家
・

本
渡
章
さ
ん
で
す
。

　

大
阪
市
の
歴
史
は
古
く
、
豊

臣
秀
吉
が
大
坂
城
を
築
い
た
頃

は
、
人
と
物
が
集
ま
る
政
治
・

経
済
の
中
心
地
で
し
た
。

　

し
か
し
、
大
坂
夏
の
陣
で
豊

臣
氏
は
滅
び
、大
坂
城
は
落
城
。

そ
の
後
、
大
坂
城
下
は
徳
川
幕

府
の
天
領
と
し
て
復
興
、
繁
栄

し
、「
天
下
の
台
所
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

大
坂
城
再
建
に
当
り
、
徳
川

幕
府
が
全
国
の
大
名
に
号
令
を

掛
け
、各
地
か
ら
人
夫
を
集
め
、

木
材
を
集
め
、
今
の
大
坂
城
の

基
礎
が
出
来
る
の
で
す
。

　

扨
、
教
会
の
あ
る
「
堀
江
」

は
土
佐
藩
邸
跡
が
多
く
見
ら

れ
、
古
く
か
ら
土
佐
藩
（
現
在

の
高
知
県
）
と
縁
の
深
い
地
域

で
す
。

　

そ
の
土
佐
藩
も
ご
多
分
に
漏

れ
ず
、
徳
川
大
坂
城
築
城
の
為

　

扨
、
先
程
申
し
上
げ
た
日
本

の
軍
隊
に
つ
い
て
、
少
し
歴
史

を
振
り
返
り
ま
す
。

　

敗
戦
後
、
日
本
は
G
H
Q
の

占
領
下
と
な
り
ま
す
。
当
時
の

総
理
大
臣
は
吉
田
茂
。
吉
田
首

相
は
、
占
領
が
終
わ
り
、

G
H
Q
が
去
っ
た
後
、
戦
前
の

よ
う
な
強
大
な
軍
隊
に
頼
ら

ず
、
軽
武
装
で
も
自
立
し
て
国

際
社
会
の
中
で
生
き
て
い
け
る

国
家
を
目
指
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
昭
和
二
十
五
年
、
ま

だ
日
本
が
占
領
下
の
段
階
で
、

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
ま
す
。
そ

の
際
G
H
Q
の
命
で
、
吉
田
政

権
は
七
万
五
千
人
規
模
の
警
察

予
備
隊
を
創
設
、
再
軍
備
を
始

め
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
G
H
Q
は
、
さ
ら
に

三
十
万
人
規
模
に
増
強
し
ろ
と

圧
力
を
掛
け
て
き
た
の
で
す

が
、
吉
田
首
相
は
こ
れ
に
は
断

固
、
抵
抗
し
ま
し
た
。

　

こ
の
反
対
に
は
様
々
な
要
因
、

理
由
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時

に
上
手
く
軍
隊
を
再
編
す
る
こ

と
が
で
き
て
い
れ
ば
、
国
家
と

し
て
よ
り
良
い
姿
を
取
り
戻
し

て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
様
に
考
え
ま
す
と
、
先

程
申
し
上
げ
た
様
に
、
物
事
は

総
て
繋
が
っ
て
い
て
、
最
初
の

ボ
タ
ン
を
一
つ
掛
け
違
え
る
と

最
後
の
ボ
タ
ン
は
絶
対
に
掛
か

ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
達
の
信
仰
生
活
に
於
い
て

も
同
じ
で
す
。
神
様
、
ご
祖
先

へ
の
お
仕
え
の
仕
方
を
間
違

え
、
道
を
逸
れ
て
し
ま
い
ま
す

と
、
取
り
返
し
の
付
か
な
い
こ

と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

お
互
い
に
そ
う
な
ら
な
い
様

に
、
し
っ
か
り
寶
生
山
の
神
様

を
信
仰
し
、
ご
祖
先
に
お
仕
え

し
て
、
正
し
い
道
に
お
導
き
頂

き
、ご
守
護
い
た
だ
い
て
、日
々

を
過
ご
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

に
人
夫
と
材
木
の
調
達
を
命
じ

ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
当
時
の
土
佐
藩
は

大
変
貧
し
か
っ
た
そ
う
。
現
在

の
様
に
国
と
地
方
行
政
が
お
金

を
出
し
合
う
訳
で
は
無
く
、
藩

ご
と
に
財
政
を
賄
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
代
で
す
。

　

こ
の
時
土
佐
藩
は
巨
額
の
借

財
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
京
都
の
豪
商
か
ら
お
金
を

多
く
借
り
、
い
つ
財
政
破
綻
し

て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
ま

で
追
い
込
ま
れ
た
そ
う
で
す
。

　

当
時
、
藩
の
仕
置
役
（
行
政

業
務
全
般
）
を
担
っ
て
い
た
の

が
野
中
直
継
と
い
う
人
物
で
す
。

彼
は
大
変
頭
の
切
れ
る
人
物

で
、藩
政
改
革
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
改
革
で
は
、
土
佐
藩
が

幕
府
に
対
し
、
大
坂
城
築
城
に

当
り
、
材
木
は
そ
の
殆
ど
を
当

藩
で
用
意
す
る
代
わ
り
に
、
土

木
工
事
を
免
除
し
て
も
ら
え
る

よ
う
直
訴
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
土
佐
藩
の
長
岡
郡

本
山
郷
に
あ
る
白
髪
山
に
自
生

し
て
い
る
良
質
な
ヒ
ノ
キ
を
大

坂
へ
沢
山
運
び
、
幕
府
に
献
上

し
ま
す
。

　

こ
の
ヒ
ノ
キ
は
豊
臣
秀
吉
の

時
代
か
ら
有
名
な
銘
木
で
、
全

国
に
そ
の
名
が
轟
い
て
い
た
程

で
し
た
。
野
中
氏
は
、
こ
の
材

木
を
全
国
へ
出
荷
し
、
財
政
を

立
て
直
そ
う
と
考
え
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
大
坂
に
材
木
を
集

め
る
為
の
蔵
屋
敷
を
建
て
、
そ

　

各
家
の
大
切
な
ご
祖
先
へ
の

ご
慰
霊
と
感
謝
の
誠
を
捧
げ
る

お
祭
り
で
す
。
ご
家
族
揃
っ
て

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

　
　
　
記

秋
之
祖
先
霊
大
祭

　
九
月
二
十
三
日（
秋
分
の
日
）

　
　
午
後
一
時
三
〇
分
　
開
式

※
ご
慰
霊
、
新
し
い
霊
の
合
祀

願
い
の
お
申
込
み
は
、
九
月

十
五
日
ま
で
に
教
会
事
務
所

へ
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

八
月　

一
日（
日
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
前
十
時

　
　
　

八
日（
祝
）　

御
本
宮
月
並
祭　
　
　

午
前
十
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
御
本
宮
遙
拝
式
　　
　

午
前
九
時

　
　
　

九
日（
振
休

）　

教
　
祖
　
祭　
　
　
　

午
前
十
時

　
　

十
五
日（
日
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
前
十
時

　
　

二
一
日（
土
）　

名
古
屋
地
区
敬
和
会

　
　

二
二
日（
日
）　

養
老
教
会
修
行
日

　
　

二
五
日（
水
）　

修
行
日　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
七
時

　
　

二
八
日（
土
）　

米
子
地
区
敬
和
会

　
　

二
九
日（
日
）　

大
　
掃
　
除　
　
　
　

午
前
九
時

九
月　

一
日（
水
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

五
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（
水
）　

修
行
日　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
七
時

　
　
　

九
日（
木
）　

修
　
行　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時

　
　
　

　
　
　
　
　
教
　
祖
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

教
　
会
　
行
　
事

う
じ
な

あ
ん
き
ょ


