
「
わ
た
し
は
、高

く
天
に
あ
る
御
座

に
主
が
座
し
て
お

ら
れ
る
の
を
見
た
。衣
の
裾
は
神
殿
い
っ

ぱ
い
に
広
が
っ
て
い
た
。上
の
方
に
は
セ

ラ
フ
ィ
ム
が
い
た
。彼
ら
は
互
い
に
呼
び

交
わ
し
、
唱
え
た
。『
聖
な
る
、
聖
な
る
、

聖
な
る
万
軍
の
主
。
主
の
栄
光
は
、
地
を

す
べ
て
覆
う
。』

す
る
と
セ
ラ
フ
ィ
ム
の
ひ
と
り
が
、わ

た
し
の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
来
た
。そ
の
と

き
、わ
た
し
は
主
の
御
声
を
聞
い
た
。『
誰

を
遣
わ
す
べ
き
か
。誰
が
我
々
に
代
わ
っ

て
行
く
だ
ろ
う
か
。』
わ
た
し
は
言
っ
た
。

『
わ
た
し
が
こ
こ
に
お
り
ま
す
。
わ
た
し

を
遣
わ
し
て
く
だ
さ
い
。』」（
イ
ザ
ヤ

６
：
１
│
８
）

聖
書
に
登
場
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族

は
、ひ
と
た
び
は
王
国
を
建
て
平
和
と
繁

栄
を
享
受
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
南
北
に

分
裂
し
、
困
難
を
極
め
た
。
外
国
か
ら
の

侵
略
に
も
苦
し
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
危

機
に
陥
る
民
に
、創
造
主
は
一
人
の
人
物

を
預
言
者
と
し
て
召
し
、民
に
そ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
た
。創
造
主
に
立
ち
返
り

「
神
の
民
」
と
し
て
の
自
覚
を
取
り
戻
し
、

主
な
る
神
と
の
絆
を
し
っ
か
り
と
結
ん

で
こ
そ
国
家
の
危
機
を
乗
り
越
え
、平
和

と
幸
福
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

イ
ザ
ヤ
も
そ
の
一
人
。
従
順
か
つ
大

胆
に
神
の
呼
び
か
け
に
応
え
た
の
だ
。

（
Ｉ
）

備
前（
岡
山
）も
秦
氏
の
史
跡

が
多
く
、
浄
土
宗
の
宗
祖
・

法
然
も
秦
氏
の
出
身
で
あ

る
。清

麻
呂
が
イ
ン
フ
ラ
整
備

に
従
事
し
た
長
岡
も
秦
氏
の

拠
点
で
、
京
都
市
西
京
区
に

あ
る
松
尾
大
社
は
秦
氏
の
氏

神
。
長
岡
京
が
10
年
を
超
え

て
も
完
成
せ
ず
、
財
政
が
行

き
詰
ま
っ
た
桓
武
天
皇
に
、

平
安
京
へ
の
変
更
を
進
言
し

た
の
も
清
麻
呂
で
、
現
地
を

視
察
し
た
桓
武
天
皇
の
決
断

を
受
け
、
河
川
改
修
な
ど
に

ま
い
進
し
た
。

そ
の
後
、
清
麻
呂
が
氏
寺

と
し
て
神
願
寺
（
じ
ん
が
ん

じ
）を
建
立
す
る
と
、桓
武
天

皇
は
同
寺
を
鎮
護
国
家
を
祈

る
官
寺
に
準
じ
る
寺
と
し

た
。清
麻
呂
の
死
後
、子
孫
が

移
築
し
た
の
が
高
雄
寺
で
、

後
に
真
言
宗
の
神
護
寺
（
じ

ん
ご
じ
）と
な
る
。政
治
と
癒

着
し
た
奈
良
仏
教
を
嫌
っ
た

桓
武
天
皇
の
意
向
を
受
け
、

和
気
氏
は
最
澄
や
空
海
を
神

（１）（毎月1回、10日発行）（昭和56年２月３日第３種郵便認可） The  Syukyo  Shimbun (The  Religion  News) 平成31年（2019年）２月１０日 日曜日 第748号

一
、
精
神
革
命
の
旗
手

一
、
宗
教
連
合
の
具
現

一
、
地
上
天
国
の
建
設
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今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
い

だ
て
ん
〜
東
京
オ
リ
ム
ピ
ッ
ク
噺

〜
」の
主
役
は
２
人
、日
本
人
で
初
め

て
１
９
１
２
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
第

５
回
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
に
マ
ラ

ソ
ン
選
手
と
し
て
参
加
し
た
金
栗
四

三（
か
な
く
り
し
そ
う
）と
、64
年
の

東
京
大
会
誘
致
を
成
功
さ
せ
た
元
水

泳
選
手
の
新
聞
記
者
・
田
畑
政
治

（
ま
さ
じ
）。
近
代
日
本
の
国
づ
く
り

を
ス
ポ
ー
ツ
の
面
で
進
め
た
代
表
で

あ
る
。

明
治
24
年
に
金
栗
が
生
ま
れ
た
の

は
熊
本
県
和
水
町
（
な
ご
み
ま
ち
）

で
、
後
半
生
を
過
ご
し
た
の
が
玉
名

市
。昨
年
の
大
河「
西
郷
ど
ん
」で
田

原
坂
の
戦
い
が
描
か
れ
て
い
た
が
、

『
翔
ぶ
が
如
く
』を
書
い
た
司
馬
遼
太

郎
が「
西
南
戦
争
の
関
ヶ
原
」と
言
っ

た
の
が
、玉
名
市
の
高
瀬
の
戦
い
。こ

こ
で
の
敗
戦
か
ら
薩
摩
軍
は
敗
走
を

い
者
で
も
強
い
者
に
勝
て
る
と
い
う

柔
術
を
学
び
、
そ
れ
を
改
良
し
て
柔

道
を
編
み
出
し
て
い
た
。
熊
本
の
旧

制
第
五
中
学
の
嘉
納
校
長
に
英
語
教

師
と
し
て
招
か
れ
、
嘉
納
の
柔
道
を

見
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は

「
逆
ら
わ
ず
し
て
勝
つ
」と
そ
の
印
象

を
記
し
て
い
る
。そ
し
て
、強
者
の
力

を
利
用
し
て
勝
つ
の
が
明
治
の
日
本

で
あ
る
と
、
英
語
の
著
書
で
世
界
に

紹
介
し
た
。

柔
道
を
広
め
る
た
め
講
道
館
を
開

い
た
嘉
納
が
目
指
し
た
の
は
、
敵
を

倒
し
、
身
を
守
る
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ

で
は
な
く
、
健
康
な
肉
体
を
持
つ
人

間
を
育
て
る
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
で
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
が
西
洋
か
ら
学
ん
だ

近
代
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
り
、
そ
の
象
徴

と
も
い
え
る
の
が
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
だ
っ
た
の
で
、
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大

使
を
介
し
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
か
ら
Ｉ
Ｏ

続
け
た
。
西
郷
隆
盛
の
末
弟
小
兵
衛

も
こ
こ
で
命
を
落
と
し
て
い
る
。

近
代
日
本
人
の
育
成

四
三
と
い
う
変
わ
っ
た
名
前
は
、

父
親
が
43
歳
の
と
き
８
人
兄
弟
の
７

番
目
に
生
ま
れ
た
か
ら
。
少
年
時
代

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
生
家
か
ら
玉
名

北
高
等
小
学
校
（
現
南
関
第
三
小
学

校
）
ま
で
往
復
12
キ
ロ
の
山
道
を
駆

け
足
で
通
っ
た
か
ら
と
い
う
の
が
有

名
だ
が
、
彼
を
近
代
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン

に
変
え
た
の
は
嘉
納
治
五
郎
で
あ

る
。旧
制
玉
名
中
学
を
卒
業
後
、第
一

志
望
の
海
軍
兵
学
校
に
身
体
検
査
で

落
ち
、
第
二
志
望
の
東
京
高
等
師
範

学
校（
今
の
筑
波
大
学
）に
進
ん
だ
の

で
、
嘉
納
校
長
に
出
会
う
。

官
立
東
京
開
成
学
校
（
今
の
東
京

大
学
）時
代
か
ら
虚
弱
で
、学
友
ら
の

い
じ
め
に
あ
っ
て
い
た
嘉
納
は
、
弱

Ｃ（
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
）日

本
委
員
へ
の
就
任
と
、
ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
大
会
へ
の
選
手
派
遣
を
依
頼
さ

れ
た
と
き
、
快
諾
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
派
遣
選
手
選
定
の
予
選
会

マ
ラ
ソ
ン
で
、
世
界
記
録
を
大
幅
に

更
新
す
る
タ
イ
ム
で
優
勝
し
た
金
栗

を
見
出
し
た
。
出
場
を
固
辞
す
る
金

栗
に
、「
日
本
ス
ポ
ー
ツ
界
の
黎
明
の

鐘
と
な
れ
」と
説
得
し
た
の
で
あ
る
。

初
め
て
の
五
輪
マ
ラ
ソ
ン
は
日
射

病
に
よ
る
失
神
の
た
め
27
キ
ロ
地
点

で
棄
権
に
終
わ
っ
た
が
、
気
落
ち
す

る
金
栗
を
嘉
納
は
「
こ
の
失
敗
が
い

い
経
験
に
な
る
」
と
励
ま
し
た
。

当
時
、日
本
の
新
聞
は「
大
和
男
児

の
恥
だ
」
な
ど
と
金
栗
を
非
難
し
た

が
、現
地
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は「
消

息
不
明
に
な
っ
た
日
本
の
マ
ラ
ソ
ン

選
手
」と
し
て
、一
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー

の
よ
う
に
話
題
に
な
っ
た
と
い
う
。

背
景
に
は
、
日
露
戦
争
で
世
界
の
予

想
を
覆
し
て
大
国
ロ
シ
ア
を
破
っ
た

日
本
へ
の
関
心
の
高
さ
が
あ
っ
た
。

そ
の
好
意
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大

会
か
ら
55
年
後
の
１
９
６
７
年
に
、

75
歳
の
金
栗
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
か
ら
記
念
行
事
に

招
待
さ
れ
、
同
じ
ス
タ
ジ
ア
ム
に
用

意
し
た
ゴ
ー
ル
テ
ー
プ
を
切
る
と
こ

ろ
ま
で
展
開
す
る
。

金
栗
は
生
涯
、
何
度
も
失
敗
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
新
し
い

目
標
を
見
い
だ
し
、
選
手
時
代
か
ら

後
進
の
育
成
、
と
り
わ
け
女
子
の
ス

ポ
ー
ツ
教
育
に
も
取
り
組
ん
だ
。
選

手
層
を
広
げ
る
た
め
箱
根
駅
伝
を
発

案
し
、
富
士
登
山
の
経
験
か
ら
高
地

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
導
入
す
る
な
ど
日

本
マ
ラ
ソ
ン
界
の
発
展
に
貢
献
し
、

日
本
に
お
け
る「
マ
ラ
ソ
ン
の
父
」と

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
地
元
で
は

初
代
の
教
育
委
員
長
に
就
任
す
る

と
、
子
供
た
ち
に
マ
ラ
ソ
ン
を
勧
め

た
り
、
熊
本
走
ろ
う
会
の
名
誉
会
長

に
な
っ
て
、
健
康
マ
ラ
ソ
ン
の
普
及

に
努
め
、
92
歳
で
大
往
生
し
た
。

健
康
長
寿
が
課
題

明
治
31
年
、
静
岡
県
浜
松
市
に
生

ま
れ
た
田
畑
政
治
も
、
弱
い
体
を
鍛

え
る
た
め
に
浜
名
湖
で
水
泳
に
励

み
、
選
手
と
し
て
有
望
視
さ
れ
た
が

病
気
の
た
め
現
役
を
断
念
。
東
大
を

出
て
朝
日
新
聞
記
者
に
な
る
と
、
仕

事
の
か
た
わ
ら
水
泳
指
導
者
と
し
て

古
橋
廣
之
進
な
ど
を
育
て
、
水
泳
大

国
ニ
ッ
ポ
ン
の
基
礎
を
築
い
た
。
そ

し
て
日
本
水
泳
連
盟
会
長
を
長
く
務

め
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
活
動

で
キ
ー
マ
ン
と
し
て
活
躍
し
た
の
で

あ
る
。

２
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
人
間

形
成
の
た
め
の
ス
ポ
ー
ツ
、
人
が
幸

福
に
な
る
た
め
の
運
動
で
あ
る
。
健

康
長
寿
の
高
齢
化
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
ド
ラ
マ
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

国
民
の
健
康
づ
く
り
に
尽
く
し
た
人

護
王
神
社
本
殿
に
祀
ら
れ

て
い
る
の
は
、
奈
良
時
代
か

ら
平
安
時
代
に
か
け
て
活
躍

し
た
和
気
清
麻
呂
と
姉
の
広

虫
な
ど
。
清
麻
呂
は
皇
位
に

就
こ
う
と
す
る
法
王
・
太
政

大
臣
の
道
鏡
に
抵
抗
し
、「
皇

位
に
就
け
る
の
は
皇
統
の
者

の
み
」
と
の
宇
佐
八
幡
宮
の

神
託
を
引
き
出
し
て
皇
統
を

守
り
、
さ
ら
に
長
岡
京
・
平

安
京
遷
都
に
尽
力
し
た
人

物
。最
初
、宇
佐
八
幡
宮
へ
の

使
者
に
命
じ
ら
れ
た
の
は
、

女
帝
・
孝
謙
天
皇
の
信
任
厚

い
女
官
の
広
虫
だ
っ
た
が
、

女
性
に
長
旅
は
無
理
と
の
理

由
で
弟
が
推
挙
さ
れ
た
。

野
望
が
打
ち
砕
か
れ
、
怒

り
心
頭
の
道
鏡
は
、
清
麻
呂

の
脚
の
腱
を
切
り
大
隅
国

（
現
鹿
児
島
県
）
に
追
放
す

る
。そ
の
道
中
、清
麻
呂
は
刺

止
さ
れ
る
ま
で
28
社
が
造
ら

れ
た
。
護
王
神
社
は
明
治
19

年
に
明
治
天
皇
の
勅
命
で
華

族
の
邸
宅
跡
地
を
授
か
り
、

社
殿
を
造
営
。
神
護
寺
境
内

か
ら
遷
座
し
、
後
に
広
虫
も

主
祭
神
と
し
て
合
祀
し
た
。

松
尾
大
社
権
宮
司
か
ら
平

成
９
年
、
護
王
神
社
宮
司
に

就
任
し
た
文
室
隆
紀
（
ぶ
ん

や
・
た
か
と
し
）師
は
、10
年

に
清
麻
呂
公
没
後
１
２
０
０

年
祭
を
挙
行
。
境
内
に
公
の

銅
像
を
建
て
、
神
社
の
外
周

に
生
涯
の
絵
巻
を
掲
示
し
、

啓
蒙
活
動
に
力
を
入
れ
て
き

た
。そ
の
結
果
、就
任
当
時
は

寂
れ
て
い
た
同
社
が
「
皇
統

を
護
る
と
と
も
に
、
足
腰
の

守
護
神
と
し
て
も
全
国
に
知

社

説

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
」と
語
る
。足
腰
の
弱
い
人

が
多
い
高

齢
社
会
を

迎
え
、
清

麻
呂
の
月

命
日
で
あ

る
21
日
の

午
後
３
時

か
ら
本
殿

で
、
足
腰

の
健
康
安

全
を
祈
願

高
幡
不
動
尊
金
剛
寺
の
初
詣

時
に
始
ま
り
、
ほ
ぼ
終
日
続

い
た
。

京
王
線
高
幡
不
動
駅
南
口

を
出
て
す
ぐ
の
高
幡
不
動
尊

参
道
入
り
口
か
ら
初
詣
の
列

が
始
ま
る
。
係
員
に
仁
王
門

ま
で
誘
導
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

護
摩
修
行
が
行
わ
れ
て
い
る

す
る「
足
腰
祭
」を
行
っ
て
い

る
。初

詣
に
向
け
、
本
殿
前
の

石
段
に
板
の
ス
ロ
ー
プ
を
張

る
な
ど
、
け
が
人
が
出
な
い

よ
う
配
慮
。「
亥
年
は
１
９
２

３
年
の
関
東
大
震
災
、
59
年

の
伊
勢
湾
台
風
、
95
年
の
阪

神
・
淡
路
大
震
災
と
天
災
が

多
い
の
で
、
穏
や
か
な
年
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
祈
っ
て
い

ま
す
」
と
顔
を
引
き
締
め

た
。

性
は
「
世
界
の
ど
こ
に
い
て

も
神
仏
に
祈
る
こ
と
は
大
切

だ
。
釈
迦
は
ネ
パ
ー
ル
で
生

ま
れ
た
。
年
初
め
に
祈
る
こ

と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
今

日
は
世
界
平
和
と
家
族
の
た

め
に
祈
っ
た
」と
語
り
、家
族

連
れ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性

は
「
家
族
み
ん
な
と
こ
こ
に

来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い

る
。
お
み
く
じ
で
末
吉
を
引

い
た
の
で
、
そ
う
な
る
よ
う

家
族
の
幸
せ
な
ど
祈
る

願
う
。
今
日
は
家
族
全
員
の

健
康
を
祈
っ
た
。
来
年
も
ま

た
来
た
い
」
と
嬉
し
そ
う
に

話
し
て
い
た
。

高
幡
不
動
尊
金
剛
寺
の
不

動
堂
は
康
永
元
年
（
１
３
４

２
）
に
山
中
よ
り
移
建
さ
れ

た
も
の
。 不
動
堂
は
清
和
天

皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
、
慈
覚

大
師
円
仁
が
東
関
鎮
護
の
霊

場
と
し
て
山
中
に
建
立
し
た

が
、建
武
２
年（
１
３
３
５
）

に
暴
風
雨
で
倒
壊
し
た
た

め
、
当
山
中
興
第
１
世
儀
海

上
人
が
現
在
の
と
こ
ろ
に
移

建
。
東
京
都
最
古
の
文
化
財

建
造
物
で
、
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
。

仁
王
門
は
当
初
、
楼
門
と

し
て
計
画
さ
れ
た
が
、
途
中

で
変
更
さ
れ
上
層
の
主
要
部

を
覆
う
よ
う
な
形
で
屋
根
が

か
け
ら
れ
、
近
年
ま
で
外
観

は
単
層
だ
っ
た
。
昭
和
34
年

に
解
体
さ
れ
、
復
原
修
理
の

際
楼
門
と
し
て
復
原
さ
れ
屋

根
も
銅
板
葺
き
に
変
え
ら
れ

た
。
仁
王
尊
は
室
町
時
代
に

作
ら
れ
、楼
上
の
扁
額「
高
幡

山
」
は
江
戸
時
代
初
期
の
運

敞
僧
正「
号
泊
如
」に
よ
る
も

の
。高

幡
不
動
尊
金
剛
寺
は
新

選
組
土
方
歳
三
の
菩
提
寺
と

し
て
も
有
名
で
、
近
藤
勇
・

土
方
歳
三
両
雄
の
碑
や
、
土

方
歳
三
の
銅
像
、
ま
た
大
日

堂
に
は
土
方
歳
三
の
位
牌
や

新
選
組
隊
士
慰
霊
の
大
位
牌

等
、
更
に
奥
殿
で
は
歳
三
の

書
簡
ほ
か
多
く
の
新
選
組
資

料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

魔
の
Ｊ
Ｒ
中
央
線

自
殺
霊
の
撮
影
で
判
明
し
た
こ
と
─

十
年
の
歳
月
を
か
け
、つ
い
に
自
殺
者
の
霊
の
撮
影
に
成
功
。

霊
能
者
が
書
い
た
自
殺
防
止
の
書
。
死
ん
で
も
痛
み
は
残
る
も
の
、

自
殺
者
の
言
い
分
〝
こ
ん
な
筈
で
は
〞
自
殺
を
し
た
状
態
で
霊
は
さ
ま
よ
う
、

硫
化
水
素
自
殺
、
政
治
家
と
自
殺
、
自
殺
の
多
い
Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
謎
を
解
く
！
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日
本
よ
、蘇
れ

日
本
神
話
の
知
恵

出雲井晶著

ゆ
が
ん
だ
歴
史
観
、
家
庭
の
崩
壊
、
教
育
の
危
機
…
。
い
ま
日
本

は
大
き
な
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。こ
の
現
状
を
打
破
す
る
カ
ギ

は
、
実
は
「
日
本
神
話
＝
古
事
記
・
神
代
」
に
あ
る
の
で
す
。
日

本
神
話
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
、愛
と
生
命
と
知
恵
に
立
ち
返
っ
て
こ

そ
、日
本
の
未
来
は
拓
け
ま
す
。あ
な
た
も
著
者
と
い
っ
し
ょ
に
、

「
神
話
の
教
え
」
を
ひ
も
と
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

批評社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-36

鳳明ビル102A
TEL03-3813-6344  Fax03-3813-8990

（
定
価
：
本
体
２
０
０
０
円
＋
税
）

日
本
国
始
め
 饒
速
日
大
神
の
東
遷

大
野
七
三
著

『
先
代
旧
事
本
紀
』の
神
髄
を
極
め
た
著
者
が
語
る
。

足
で
調
べ
た
大
和
建
国
の
謎
。

須
佐
之
男
尊
の
出
雲
国
創
建
後
、
饒
速
日
尊
が
32
従
者
と
25
軍
団
を
従
え
、

九
州
か
ら
大
和
に
東
遷
し
て
纏
向
の
地
に
大
和
国
を
建
国
。
そ
の
時
、
饒
速
日

尊
が
配
下
を
募
り
配
置
し
た
今
も
残
る
そ
の
出
自
と
足
跡
を
立
証
す
る
。

東
京
都
日
野
市
の
真
言
宗

智
山
派
別
格
本
山
高
幡
不
動

尊
金
剛
寺
に
は
元
日
に
多
く

の
初
詣
客
が
訪
れ
、
三
が
日

で
約
30
万
人
に
な
っ
た
。
除

夜
の
鐘
は
、
先
着
１
０
８
組

が
突
く
こ
と
が
で
き
、
年
始

護
摩
修
行
は
元
日
の
午
前
零

株式会社 如月出版 販売部
〒152-0023 東京都目黒区八雲2-24-15
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私
の
生
命

い

の

ち

の
復
活上橋

泉
著

人
生
の
苦
し
み
に
積
極
的
な
意
味
は
あ
る
の
か
？

『
21
世
紀
に
生
き
る
日
本
人
の
た
め
の
浄
土
思
想
』
の
出
版
を
記
念
し
て
、平
成
26
年
３
月

か
ら
28
年
11
月
ま
で
の
５
回
に
わ
た
る
講
演
を
ま
と
め
た
著
者
渾
身
の
生
命
の
書
。

日
本
人
の
宗
教
性（
霊
性
）は
回
復
す
る
か
？

新刊！

客
に
襲
わ
れ
る
が
、そ
の
時
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
３
０
０

頭
の
イ
ノ
シ
シ
の
大
群
が
現

れ
、刺
客
を
退
散
さ
せ
た
。そ

の
お
か
げ
で
清
麻
呂
は
命
拾

い
を
し
、
イ
ノ
シ
シ
に
守
ら

れ
て
宇
佐
八
幡
宮
に
参
拝
し

た
。
イ
ノ
シ
シ
は
清
麻
呂
の

命
の
恩
人
で
あ
り
、
足
腰
の

守
り
神
な
の
で
あ
る
。

古
代
史
家
の
平
野
邦
雄
・

東
京
女
子
大
学
名
誉
教
授

は
、豊
前（
大
分
）に
は
、イ

ノ
シ
シ
の
皮
を
被
っ
て
祭
祀

を
行
う
習
俗
が
あ
る
秦
氏
ゆ

か
り
の
氏
族
が
い
て
、
清
麻

呂
を
助
け
た
の
で
あ
ろ
う
、

と
解
釈
し
て
い
る
。（『
和
気

清
麻
呂
』
吉
川
弘
文
館
）

秦
氏
は
土
木
や
養
蚕
、
機

織
な
ど
の
技
術
で
全
国
に
土

着
し
た
渡
来
人
。
秦
の
始
皇

帝
の
末
裔
で
、
百
済
か
ら
渡

来
し
た
弓
月
君
が
祖
と
の
説

も
あ
る
が
、
聖
徳
太
子
に
仕

え
た
秦
河
勝
は
新
羅
系
と
さ

れ
、
古
代
史
の
謎
の
氏
族
で

あ
る
。
清
麻
呂
が
生
ま
れ
た

天
地
子
の
自

治
会
は
平
野
の

中
の
丘
の
よ
う

な
独
立
山
の
南

に
あ
る
。
そ
の

丘
の
上
に
あ
っ

た
中
学
校
が
５
年
前
に
廃

校
に
な
り
、
今
年
４
月
に

新
し
い
小
学
校
が
開
校
す

る
。
そ
れ
に
向
け
て
作
業

し
て
い
る
の
が
、
イ
ノ
シ

シ
除
け
フ
ェ
ン
ス
の
設

置
。
市
有
地
の
中
は
市
が

行
う
が
、
そ
こ
ま
で
は
自

治
会
の
分
担
。
暮
れ
に
市

の
職
員
と
現
地
を
踏
査

し
、
接
合
場
所
を
決
め
た

▼
１
月
の
第
２
日
曜
日
か

ら
志
願
者
を
募
っ
て
作

業
。
35
軒
か
ら
約
15
人
が

集
ま
っ
た
の
で
、
２
チ
ー

ム
に
分
け
、
軽
ト
ラ
で
フ

ェ
ン
ス
を
運
び
、
山
す
そ

に
設
置
し
て
い
っ
た
。
フ

ェ
ン
ス
に
鉄
の
棒
、
ス
テ

ン
レ
ス
の
針
金
な
ど
経
費

は
１
０
０
万
円
を
超
え
、

半
額
は
県
と
市
の
補
助
、

残
り
は
地
元
の
農
事
組
合

法
人
が
負
担
し
、
自
治
会

員
は
午
前
の
３
時
間
、
３

回
の
勤
労
奉
仕
▼
イ
ノ
シ

シ
が
増
え
た
一
因
は
、
山

す
そ
の
畑
が
竹
林
に
変
わ

り
、
エ
サ
の
タ
ケ
ノ
コ
が

大
量
に
生
え
る
こ
と
。
本

来
、
人
の
手
が
入
っ
て
こ

そ
の
里
山
だ
が
、
燃
料
や

肥
料
の
変
化
で
人
が
山
に

入
ら
な
く
な
り
、
山
は
荒

れ
、
キ
ノ
コ
も
生
え
な
く

な
っ
た
▼
そ
こ
で
天
地
子

が
取
り
組
ん
で
い
る
の

が
、竹
林
の
整
理
。適
度
に

竹
を
伐
採
し
て
タ
ケ
ノ
コ

を
掘
り
や
す
く
し
、
旬
の

味
覚
を
知
人
に
配
る
。
今

年
、
自
治
会
で
始
め
る
の

は
、
耕
作
放
棄
地
に
ヒ
マ

ワ
リ
な
ど
を
植
え
る
環
境

改
善
。国
と
県
、市
か
ら
補

助
金
が
出
る
▼
少
子
高
齢

化
で
も
ふ
る
さ
と
を
維
持

す
る
に
は
、
き
め
細
か
な

施
策
と
郷
土
愛
が
求
め
ら

れ
る
。
亥
年
に
イ
ノ
シ
シ

を
排
除
す
る
の
は
申
し
訳

な
い
気
も
す
る
が
、
子
供

た
ち
の
笑
顔
が
見
ら
れ
る

の
が
楽
し
み
だ
。

不
動
堂
で
参
拝
し
、
学
業
成

就
、
病
気
平
癒
、
商
売
繁
盛
、

家
内
安
全
、
開
運
招
福
な
ど

を
祈
願
す
る
。参
拝
の
後
、境

内
に
あ
る
奥
殿（
寺
宝
殿
）や

大
日
堂
な
ど
の
施
設
を
訪
れ

て
い
た
。

家
族
連
れ
の
若
い
女
性
は

「
家
族
で
来
た
の
は
初
め
て

で
、
今
日
は
赤
ち
ゃ
ん
の
無

病
息
災
を
祈
願
し
た
」
と
話

し
、
ネ
パ
ー
ル
か
ら
来
た
男

護
寺
に
招
き
、
平
安
仏
教
の

興
隆
に
貢
献
し
て
い
る
。
そ

の
高
雄
山
神
護
寺
の
境
内
に

清
麻
呂
公
の
霊
社
と
し
て
祀

ら
れ
、「
護
法
善
神
」と
称
さ

れ
て
い
た
の
が
護
王
神
社
の

前
身
で
あ
る
。

幕
末
の
嘉
永
４
年
（
１
８

５
１
）、孝
明
天
皇
か
ら
清
麻

呂
に
正
一
位
護
王
大
明
神
の

神
号
を
賜
っ
た
こ
と
か
ら
、

明
治
７
年
に「
護
王
神
社
」と

改
称
し
、
別
格
官
幣
社
と
な

る
。
別
格
官
幣
社
と
は
明
治

政
府
が
定
め
た
神
社
の
社
格

の
一
つ
で
、
国
家
に
功
労
の

あ
っ
た
人
物
を
祀
る
も
の
。

明
治
５
年
に
で
き
た
楠
木
正

成
を
祀
る
湊
川
神
社
が
最
初

で
、
昭
和
21
年
に
社
格
が
廃

初
詣
客
は
平
年
の
10
倍
以
上

好
天
に
恵
ま
れ
た
京
都
の
元
旦
。
狛
イ
ノ
シ
シ
が
参
拝
者
を
迎
え
る
京
都
市
上
京
区
の
護
王
神

社
に
は
、
亥
年
と
あ
っ
て
平
年
の
10
倍
を
超
え
る
初
詣
客
が
詰
め
か
け
た
。
烏
丸
通
を
は
さ
ん
で

京
都
御
苑
の
西
隣
。
こ
こ
に
同
社
が
鎮
座
し
た
の
に
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
至
る
日
本
の
歴
史
が

か
か
わ
っ
て
い
る
。
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日
本
宗
教
の
闇

拉
致
監
禁
に
よ
る
強
制
棄
教
と
の
戦
い

室
生
忠
著
四
六
判
・
５
２
０
頁

定
価
：
本
体
２
、０
０
０
円
＋
税

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
今
の
日
本
で
、
強
制
棄
教
を
目
的
に
拉
致
監
禁
が
行

わ
れ
て
い
る
。
職
業
的
強
制
改
宗
屋
が
家
族
を
巻
き
込
み
、
信
者
を
拉
致
し
、
部

屋
に
監
禁
し
て
、
脅
迫
的
説
得
に
よ
り
棄
教
を
迫
る
。
特
に
世
界
平
和
統
一
家
庭

連
合
（
統
一
教
会
）
や
エ
ホ
バ
の
証
人
の
信
者
に
被
害
者
が
多
く
、
中
に
は
12
年

以
上
の
監
禁
さ
れ
た
人
も
い
る
。
驚
く
べ
き
宗
教
迫
害
の
リ
ポ
ー
ト
。

東京都日野市

護王神社に列を成して初詣＝1月1日、京都市上京区

国書刊行会

監
訳
著
・

水
谷
 周
訳
補
完
・
杉
本
恭
一
郎

２
０
１
９
年
２
月
発
刊
　
定
価
 ２
７
０
０
円
＋
税

読
み
や
す
く
、理
解
し
や
す
く
、真
髄
を
極
め
る
達
意
の
新
訳

や
さ
し
い
和
訳

〒174─0056 東京都板橋区志村1─13─15
TEL：03─5970─7421

本
紙
定
期
購
読
の
お
申
し
込
み
は

■
ご
希
望
購
読
期
間
　
■
氏
名
　
■
郵
便
番
号
　
■
住
所
　

■
連
絡
先
電
話
番
号
　
■
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
お
持
ち
の

場
合
）
を
明
記
の
上
、
宗
教
新
聞
社
宛
、
は
が
き
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
左
記
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

宗
教
新
聞
社

〒
一
六
〇
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〇
二
二

東
京
都
新
宿
区
新
宿
５
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Ｆ
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※
購
読
料
　
年
間
６
０
０
０
円（
税
、
郵
送
料
を
含
む
）

高
幡
不
動
尊
金
剛
寺
の
初
詣
の
様
子
＝
１
月
１
日
、
東
京

都
日
野
市

京都・護王神社の初詣

イノシシの大絵馬の前で
文室隆紀宮司


