
の

世
界
を
歩
く

ひ
な
が
た
の
道
を
通
ら
ね
ば

教
祖
百
四
十
年
祭
に
向
か
う
三
年
千
日
の
こ
の
大
事
な
時

旬
に
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
つ
い
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
年
祭
に
あ
た
っ
て
発
布
さ
れ
た
「
諭
達
第
四
号
」

で
は
、
次
の
よ
う
な
「
お
さ
し
づ
」
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

い

ひ�

な�

が�

た�

の
道
を
通
ら
ね
ば
ひ�

な�

が�

た�

要
ら
ん
。
（
略
）

ひ�

な�

が�

た�

の
道
よ
り
道
が
無
い
で
。

（
明
治
２２
・
１１
・
７
）

こ
れ
は
、
教
祖
五
年
祭
を
控
え
た
時
期
に
下
さ
れ
た
お
言

葉
で
、
「
教
祖
様
五
年
祭
を
目
標
に
、
三
年
千
日
の
道
を
通

る
よ
う
と
の
お
さ
し
づ
」（『
お
さ
し
づ
抄
（
一
）』）
で
す
。
教
祖

年
祭
に
向
か
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
通
れ
ば
よ
い
か
を
、
親
神

様
が
直
接
、
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
お
言
葉
で
す
。
三
年
千
日
、

め
ど
う

教
祖
の
「
ひ
な
が
た
」
を
目
標
に
通
ら
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

に
と
諭
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

新連載

い
ま
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
む

第

回

１

山
澤
昭
造

【
や
ま
ざ
わ
し
ょ
う
ぞ
う
】

本
部
准
員

天
理
教
校
本
科
研
究
課
程
主
任

２６みちのとも１８８年（２０２５）４月号



今
回
の
「
諭
達
」
で
は
、
こ
の
「
お
さ
し
づ
」
を
引
用
し

て
く
だ
さ
っ
た
う
え
で
、
教
祖
の
「
ひ
な
が
た
」
が
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。
教
祖
年
祭
の
原
点
に
戻
っ
て
、
あ
ら
た
め
て

こ
の
旬
に
し
っ
か
り
と
教
祖
の
お
心
を
求
め
て
、
「
ひ
な
が

た
」
を
た
ど
る
よ
う
望
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

教
祖
の
お
心
を
求
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
き

今
日
、
世
の
中
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
に
、
私
た
ち
は
、

豊
か
な
社
会
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の

反
面
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
山
積
し
て
い
て
、
そ
の
解
決
の

糸
口
さ
え
見
つ
か
ら
な
い
、
前
途
が
多
難
な
閉
塞
感
に
包
ま

れ
た
時
代
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。

こ
の
よ
ふ
ハ
に
ぎ
ハ
し
く
ら
し
い
る
け
れ
ど

も
と
を
し
り
た
る
も
の
ハ
な
い
の
で

（
三

９２
）

こ
の
も
と
を
く
ハ
し
く
し
り
た
事
な
ら
バ

や
ま
い
の
を
こ
る
事
わ
な
い
の
に

（
三

９３
）

な
に
も
か
も
し
ら
ず
に
く
ら
す
こ
の
子
共

神
の
め
へ
に
ハ
い
ぢ
ら
き
事

（
三

９４
）

と
い
う
お
歌
が
あ
り
ま
す
。
世
の
中
を
見
渡
す
と
、
み
ん
な

に
ぎ
や
か
に
、
に
ぎ
わ
し
く
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

け
れ
ど
も
、
そ
の
「
も
と
」
を
知
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
者
が

な
い
。
そ
れ
が
い
じ
ら
し
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在

の
私
た
ち
を
取
り
巻
く
世
界
を
指
し
て
い
わ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
と
き
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
起
こ
っ
て
き
た
現

実
の
物
事
に
対
し
て
、
問
題
の
中
心
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め

て
通
る
こ
と
、
物
事
の
奥
に
あ
る
「
を
や
」
の
思
い
を
探
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
生

き
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
の
か
、
真
実
の

生
き
方
と
い
う
こ
と
が
真
剣
に
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
「
も
と
」
を
徹
底
し
て
じ
っ

く
り
と
た
ず
ね
る
こ
と
だ
と
信
じ
ま
す
。

ご
存
命
で
お
働
き
く
だ
さ
っ
て
い
る
教
祖
の
お
心
、
教
祖

の
道
を
求
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
き
が
、
「
い
ま
」
と
い
う

と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て

私
た
ち
は
、
数
年
前
、
世
界
的
な
感
染
症
の
流
行
を
経
験

し
ま
し
た
。
社
会
や
人
々
の
暮
ら
し
の
あ
り
方
が
大
き
く
変

の
世界を歩く

みちのとも１８８年（２０２５）４月号２７



化
し
、
そ
れ
ま
で
の
「
普
段
通
り
」
の
生
活
が
ま
ま
な
ら
な

い
状
況
が
し
ば
ら
く
続
き
ま
し
た
。
私
自
身
、
そ
の
コ
ロ
ナ

か禍
の
中
で
感
じ
た
こ
と
は
、
普
段
の
日
々
の
生
活
を
支
え
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
親
神
様
の
ご
守
護
の
世
界
に
あ
ら
た
め
て

目
を
向
け
る
と
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
（
※

１
）。
教
祖
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
教
え
の
根
本
に
し
っ
か

り
と
目
を
向
け
、
日
々
の
信
仰
生
活
を
も
う
一
度
足
元
か
ら

た

見
つ
め
直
し
、
改
め
て
い
く
。
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
数
年
が
経
ち

ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
感
じ
た
思
い
は
い
ま
も
変
わ
り
ま
せ

ん
。

「
も
と
」を
た
ず
ね
る
と
こ
ろ
に
新
た
な
活
力
が

「
も
と
」
を
た
ず
ね
る
と
い
う
こ
と
、
教
祖
の
お
心
を
求
め

し
ょ
う
ぜ
ん

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
中
山
正
善
・
二

代
真
柱
様
は
か
つ
て
「
復
元
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

復
元
と
復
旧
と
は
決
し
て
同
じ
事
を
意
味
せ
な
い
の
で

ま
た

あ
り
ま
す
。
以
前
の
姿
に
復
し
又
懐
旧
の
情
に
遊
ぶ
の

は
、
決
し
て
復
元
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
、

元
を
極
め
、
根
源
を
た
づ
ね
る
所
に
復
元
の
意
義
が
あ

り
復
元
の
活
力
が
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
中
山
正
善
『
ひ
と
こ
と
は
な
し

そ
の
三
』
道
友
社
、
昭
和
２１
年
）

「
復
元
」
と
「
復
旧
」
は
異
な
る
。
昔
の
姿
に
戻
ろ
う
と
す

る
こ
と
、
昔
を
懐
か
し
ん
で
思
い
出
に
ふ
け
る
こ
と
は
「
復

元
」
で
は
な
い
。
教
え
の
「
も
と
」
を
極
め
よ
う
と
、
教
え

の
根
源
を
た
ず
ね
る
と
こ
ろ
に
、
「
復
元
」
の
意
義
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
新
た
な
活
力
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。

現
在
は
、
ス
ピ
ー
ド
と
効
率
化
・
能
率
化
が
重
視
さ
れ
る

時
代
で
す
。
「
も
と
」
を
た
ず
ね
る
と
い
う
と
、
遠
回
り
を

す
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
き
な

変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
教
祖
は
、
私
た
ち
に
何
を
仰

せ
く
だ
さ
っ
た
の
か
、
教
祖
の
お
教
え
く
だ
さ
れ
た
本
筋
は

何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
じ
っ
く
り
と
振
り
返
ら
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」は
神
の
言
葉
で
あ
る

教
祖
の
お
心
は
原
典
の
中
に
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
身
を
も
っ
て
お
通
り
く
だ
さ
れ
た
五
十
年
の
「
ひ
な
が

２８みちのとも１８８年（２０２５）４月号



た
」
の
中
に
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
（
※
２
）。

う
つ
し
み

教
祖
が
現
身
を
お
か
く
し
に
な
ら
れ
て
か
ら
も
う
す
ぐ
百

四
十
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
「
お

ふ
で
さ
き
」「
み
か
ぐ
ら
う
た
」「
お
さ
し
づ
」
の
原
典
、
あ

る
い
は
『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
教
祖
の
お
心
を
求
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

そ
の
中
で
も
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
教
祖
が
み
ず
か
ら

お
書
き
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
、
こ
の
道
の
根
本
と
そ
の
道
筋

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
か
ら
十
五

年
に
か
け
て
、
教
祖
が
直
接
筆
を
執
っ
て
お
書
き
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
現
在
、
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
冊
の
本
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
原
本
は
十
七
冊
に
分
け
て
つ
づ
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
表
紙
に
は
そ
れ
ぞ
れ
号
数
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
部
で
千
七
百
十
一
首
の
お
歌
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
を
執
筆
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
親
神
様
の

仰
せ
の
ま
ま
に
、
教
祖
が
筆
を
持
た
れ
る
と
、
手
が
ひ
と
り

で
に
動
き
だ
し
た
と
い
い
ま
す
。

教
祖
ご
自
身
、
こ
の
と
き
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
お
話
し

に
な
っ
て
い
ま
す
。

お

神
様
は
、
『
筆
、
筆
、
筆
を
執
れ
』
と
、
仰
っ
し
ゃ
り

ま
し
た
。
七
十
二
才
の
正
月
に
、
初
め
て
筆
執
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
筆
持
つ
と
手
が
ひ
と
り
動
き
ま
し
た
。

天
か
ら
、
神
様
が
し
ま
し
た
の
や
。
書
く
だ
け
書
い
た

ら
手
が
し
び
れ
て
、
動
か
ん
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

（『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』「
二
二

お�

ふ�

で�

さ�

き�

御
執
筆
」）

「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
親
神
様
が
教
祖
を
通
し
て
書
か
れ
た

も
の
、
つ
ま
り
神
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ふ
で
さ
き
の
せ
め

「
お
ふ
で
さ
き
」
に
何
が
し
る
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
ふ
ハ
り
い
で
せ
め
た
る
せ
か
い
な
り

な
に
か
よ
ろ
づ
を
歌
の
り
で
せ
め

（
一

２１
）

せ
め
る
と
て
て
ざ
し
す
る
で
ハ
な
い
ほ
ど
に

く
ち
で
も
ゆ
ハ
ん
ふ
で
さ
き
の
せ
め

（
一

２２
）

な
に
も
か
も
ち
が
ハ
ん
事
ハ
よ
け
れ
ど
も

ち
が
い
あ
る
な
ら
歌
で
し
ら
す
る

（
一

２３
）

「
歌
の
り
で
せ
め
」
と
あ
り
ま
す
が
、
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』（
小
学
館
、
平
成
１３
年
）
に
は
「
責
め
る
」
の
意
味
と

の
世界を歩く

みちのとも１８８年（２０２５）４月号２９



し
て
、
「
①
人
の
行
為
の
過
失
や
罪
な
ど
を
と
が
め
る
」
と

と
も
に
、
「
②
つ
よ
く
促
す
。
し
い
て
求
め
る
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
「
せ
め
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
①
の
意

味
よ
り
も
、
②
の
意
味
に
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
世
は
「
り
い
で
せ
め
た
る
せ
か
い
」、
つ
ま
り
、
天

理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ

て
の
理
を
「
歌
の
り
で
せ
め
」
る
、
す
な
わ
ち
、
歌
に
よ
っ

て
「
天
理
」
を
教
え
、
納
得
さ
せ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

人
間
を
お
造
り
く
だ
さ
れ
た
親
で
あ
る
神
様
が
、
子
供
で
あ

る
人
間
に
お
歌
を
も
っ
て
天
理
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
話
が

「
お
ふ
で
さ
き
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
引
用
し
た
お
歌
の
中
に
「
ふ
で
さ
き
の
せ
め
」
と

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
ふ
で
さ
き
」
と
い
う
言
葉
に
敬
称

の
「
お
」
を
付
け
て
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

話
の
台

「
お
ふ
で
さ
き
」
に
つ
い
て
は
、
「
お
さ
し
づ
」
の
中
で
も
、

次
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ

こ
れ
ま
で
ど
ん
な
事
も
言
葉
に
述
べ
た
処
が
忘
れ
る
。

忘
れ
る
か
ら
ふ�

で�

さ�

き�

に
知
ら
し
置
い
た
。
ふ�

で�

さ�

き�

と
い
う
は
、
軽
い
よ
う
で
重
い
。
軽
い
心
持
っ
て
は
い

け
ん
。
話
の
台
で
あ
ろ
う
。
取
り
違
い
あ
り
て
は
な
ら

ん
。（
中
略
）
こ
れ
ま
で
諭
し
置
い
た
る
理
は
、
仮
名
な

か
な
め

柔
ら
か
い
中
に
、
要
々
の
言
葉
諭
し
て
あ
る
。

（
明
治
３７
・
８
・
２３
）

教
祖
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
こ
と
も
話
し
て
説
い
て
き
た

け
れ
ど
、
言
葉
で
述
べ
た
だ
け
で
は
、
人
間
は
と
か
く
忘
れ

が
ち
で
あ
る
。
聞
い
た
だ
け
で
は
忘
れ
る
か
ら
筆
に
書
い
て

残
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
話
の
台
」
で
あ

る
の
が
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
で
す
。
話
の
台
と
は
、
話
の
土

台
、
話
の
基
礎
と
い
う
意
味
で
す
。
親
神
様
、
教
祖
が
人
間

に
お
話
を
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
一
番
の
基
盤
と
な
る

話
が
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
は
し
る
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
過
去

の
出
来
事
で
は
な
く
、
今
日
に
ま
で
及
ぶ
、
こ
の
世
界
の
さ

ま
ざ
ま
な
事
情
を
治
め
、
人
間
を
た
す
け
る
根
本
の
道
が
示

さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
母
か
ら
、
教
祖
様
が
参
っ
て
き
た
人
々
に
誰
彼
の
差

別
な
く
お�

ふ�

で�

さ�

き�

を
読
め
と
お
す
す
め
に
な
っ
た
、
と

い
う
話
を
聞
い
た
。（
中
山
正
善
「
ま
え
が
き
」『
お
ふ
で
さ
き
付

３０みちのとも１８８年（２０２５）４月号



註
釈
』〈
昭
和
３
年
〉）

と
、
二
代
真
柱
様
は
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は

「
お
ふ
で
さ
き
」
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

「
お
ふ
で
さ
き
」は
世
界
た
す
け
に
向
け
て
の
地
図

「
お
ふ
で
さ
き
」「
み
か
ぐ
ら
う
た
」「
お
さ
し
づ
」
の
三
つ

を
原
典
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
典
に
は
性
格
が
あ

り
ま
す
。

「
話
の
台
」
で
あ
る
「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
教
祖
が
直
々
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
原
典
の
中
で
最
も
重

き
を
置
か
れ
て
い
ま
す
。
親
神
様
が
世
界
中
の
人
間
を
ど
の

よ
う
に
し
て
た
す
け
、
こ
の
世
界
を
陽
気
ぐ
ら
し
に
導
い
て

い
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
「
世
界
た
す
け
に
向
け
て
の
地
図
」
と
い
う
言
い

方
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

次
に
、
「
み
か
ぐ
ら
う
た
」
は
、
「
お
つ
と
め
」
の
地
歌

と
し
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
日
常
的
な
信
仰
の
心
得

が
、
簡
潔
な
言
葉
で
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。「
お
ふ
で
さ
き
」

が
地
図
だ
と
す
れ
ば
、
「
み
か
ぐ
ら
う
た
」
は
そ
の
地
図
を

頼
り
に
歩
く
に
あ
た
っ
て
、
毎
日
を
ど
の
よ
う
な
心
で
過
ご

せ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

最
後
に
、
「
お
さ
し
づ
」
で
す
。
「
お
ふ
で
さ
き
」
と
い

う
地
図
を
頼
り
に
道
を
歩
い
て
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
道
の

り
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
天
気
の
日
が
あ
り
ま
す
。
山

も
あ
れ
ば
川
も
あ
る
、
晴
れ
て
い
る
日
も
あ
れ
ば
雨
の
日
も

あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
道
を
歩

い
た
ら
よ
い
か
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
歩
い
た
ら
よ
い
か

を
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
「
お
さ
し
づ
」
で
す
。

要
々
の
言
葉
諭
し
て
あ
る

先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
「
お
さ
し
づ
」
の
お
言
葉
の
中
に
、

「
忘
れ
る
か
ら
ふ�

で�

さ�

き�

に
知
ら
し
置
い
た
」
と
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

内
容
に
つ
い
て
、
教
祖
は
、
そ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
お
話
し

く
だ
さ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
「
お
ふ

で
さ
き
」
は
、
教
祖
の
お
話
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

そ
し
て
、
「
こ
れ
ま
で
諭
し
置
い
た
る
理
は
、
仮
名
な
柔

ら
か
い
中
に
、
要
々
の
言
葉
諭
し
て
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ

の
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う
に
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
「
要
々
の
言
葉
」
を
諭
し
た

も
の
で
す
。

実
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
く
に
あ
た
っ
て
、
と
て
も
大
事
な
点
を
知
ら
せ
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
と
い
っ

た
ら
天
理
教
の
教
理
の
基
盤
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
教
理
が
す

べ
て
書
か
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
が
ち
で
す
が
、

そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
忘
れ
や
す

い
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
、
し
か
も
肝
心
な
こ
と
が
、
要
点

だ
け
し
る
さ
れ
て
あ
る
の
で
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」の
背
景
に
は「
話
」が
あ
る

私
が
勤
務
し
て
い
る
天
理
教
校
で
、
学
生
が
「
お
ふ
で
さ

き
」
に
見
る
「
か
し
も
の
・
か
り
も
の
」
の
理
と
い
う
テ
ー

マ
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
場
合
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
の
中
か
ら
、

「
か
し
も
の
」
や
「
か
り
も
の
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
く
る

お
歌
を
選
び
だ
し
て
き
て
、
そ
の
意
味
を
求
め
よ
う
と
し
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
の
で

す
が
、
意
外
と
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
第
三
号
４１
、
１３７
の
お
歌
に

は
、
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。

に
ん
け
ん
ハ
み
な
�
�
神
の
か
し
も
の
や

な
ん
と
を
も
ふ
て
つ
こ
て
い
る
や
ら

（
三

４１
）

め
へ
�
�
の
み
の
う
ち
よ
り
の
か
り
も
の
を

し
ら
ず
に
い
て
ハ
な
に
も
わ
か
ら
ん

（
三

１３７
）

こ
れ
ら
の
お
歌
で
は
、
�
人
間
は
み
な
神
の
か
し
も
の
で

あ
る
。
な
ん
と
思
っ
て
使
っ
て
い
る
の
か
��
身
の
内
よ
り

の
か
り
も
の
と
い
う
こ
と
を
、
知
ら
ず
に
い
て
は
何
も
分
か

っ
て
い
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
�
と
諭
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、

「
人
間
は
み
な
神
の
か
し
も
の
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
」「
身
の
内
よ
り
の
か
り
も
の
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
の
か
」
と
い
う
肝
心
な
点
に
つ
い
て
は
、
前
後
の
お

歌
を
読
ん
で
み
て
も
ほ
と
ん
ど
し
る
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
の
中
で
、
「
か
し
も
の

・
か
り
も
の
」
の
理
に
つ
い
て
書
か
れ
た
お
歌
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
説
明
さ
れ
て
い

る
箇
所
は
あ
り
ま
せ
ん
（
※
３
）。

こ
の
よ
う
に
、
教
祖
の
お
そ
ば
に
い
た
当
時
の
信
者
が
、

耳
で
聞
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
の
話
は
分
か
り
き
っ
た

も
の
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
で
す
と
、

「
か
し
も
の
・
か
り
も
の
」
の
話
は
、
す
で
に
よ
く
聞
い
て

３２みちのとも１８８年（２０２５）４月号



知
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
原
典
の
背
景
に
あ
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
当
時
の
信
者
が
耳
で
よ
く
聞
い
て
知
っ
て
い
る

は
ず
の
話
で
あ
っ
た
り
（
※
４
）、
そ
れ
ま
で
の
教
祖
の
道
す

が
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
り
（
※
５
）、
そ
う
し
た

も
の
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
と
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
深
く

読
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
連
載
で
は
、
そ
の
よ
う
な
お
話
や
史
実
に
つ
い
て
、

で
き
る
だ
け
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
解
説
を
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」を
読
む
と
い
う
こ
と

編
集
部
か
ら
の
依
頼
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
段
落
ご
と

に
区
切
っ
て
解
説
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
一
見
す
る
と
、
た
く
さ
ん
の
お
歌
が

バ
ラ
バ
ラ
に
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
つ
か
の
お
歌
が
ま
と
ま
っ
て
一
つ
の
話

を
形
づ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
の
ま
と
ま
り
が
「
お
ふ

で
さ
き
」
の
「
段
落
」
で
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
っ
て
大
切

な
こ
と
は
、
お
歌
に
区
切
り
を
入
れ
て
、
段
落
を
見
つ
け
る

こ
と
で
す
。
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
上
コ
ラ
ム
）。

段
落
に
よ
っ
て
読
み
進
め
、
さ
ら
に
、
そ
の
段
落
相
互
の

関
係
を
考
え
な
が
ら
、
読
ま
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
体
系
あ
る
も
の
と
し
て
読
ま
せ
て

区切り方の例
区切りの代表的なものとして、『おふでさきのし
おり』という小冊子がある。これは、中山正善・二
代真柱様が、昭和３４年１２月２７、２８日に行われた婦人
会第３回支部長・主任講習会において、お話をされ
たときのテキストで、中山正善『続ひとことはなし』
（道友社、昭和２６年）の「号別概説」を基に段落分け
がされている。
現在、各教会で朝夕のおつとめの後、「おふでさ
き」を拝読するところも多いが、その際の区切りは、
この『おふでさきのしおり』を参考に約２０首になる
ように調整されたものであると聞かせていただく。
なお、『おふでさきのしおり』は、『みちのとも』
昭和４３年１０月号に「おふでさき拝読のてびき」とし

しか お あき お

て掲載されている。（詳しくは、鹿尾昭男「原典と
私」『みちのだい』第１００号参照）
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い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
教
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
、
お
歌
を
段
落
ご
と
に
読
む
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い

は
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
体
系
的
に
読
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、せり

ざ
わ
し
げ
る

芹
澤
茂
『
お
ふ
で
さ
き
通
訳
』（
道
友
社
、
昭
和
５６
年
）

と
い
う
本
が
あ
り
、
こ
の
中
で
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
連
載
で
は
、
こ
う
し
た
先
学
の
研
究
に
深
く
学
び
つ
つ
、

段
落
ご
と
に
お
歌
の
意
味
を
求
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

私
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
「
お

ふ
で
さ
き
」
が
指
し
示
す
世
界
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
祖
が
見
て
お
ら
れ
た
景
色
、

教
祖
の
お
心
で
も
あ
り
ま
す
。

二
代
真
柱
様
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
む
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
ま
し
た
。

じ

お�

ふ�

で�

さ�

き�

を
直
か
に
読
ま
し
て
頂
く
、
私
達
は
そ
れ
に

よ
っ
て
、
教
祖
の
お
声
を
直
か
に
拝
聴
す
る
こ
と
と
同
じ

う

理
を
心
に
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
略
）

教
祖
の
声
は
直
か
に
私
達
の
耳
に
聞
く
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
お�

ふ�

で�

さ�

き�

を

読
ま
し
て
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
祖
の
御
守
護
を
ま
ざ

ま
ざ
と
目
に
見
せ
て
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
達
は
存
命

の
教
祖
に
御
指
導
頂
い
て
お
る
訳
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（「
立
教
一
三
〇
年
よ
の
も
と
会
日
光
会
総
会
に
於
け
る
お
話
」『
真
柱
訓

話
集
』
第
２７
巻
〈
昭
和
４２
年
度
〉）

私
た
ち
は
、
教
祖
の
お
声
を
直
接
耳
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
教
祖
の
お
声
を
じ
か
に
拝
聴
す
る
の
と
同

じ
理
を
心
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読

ま
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
存
命
の
教
祖

に
直
接
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

せ

一
里
の
道
も
、
急
い
て
行
っ
て
は
、
し
ん
ど
い
と
言
わ

ゆ

に
ゃ
な
ら
ん
。
十
里
の
道
で
も
、
ぼ
ち
�
�
行
け
ば
そ

の
日
に
行
け
る
。
こ
の
理
聞
き
分
け
。（

明
治
３４
・
４
・
１６
）

と
教
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
り
ま
す

が
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
の
世
界
を
歩
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

で
、
ご
存
命
で
先
頭
切
っ
て
お
導
き
く
だ
さ
っ
て
い
る
教
祖

の
お
心
を
し
っ
か
り
と
求
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。
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の
世
界

を
歩
く

※
１

山
澤
昭
造
「『
か
り

も
の
』
の
ご
守
護
の
世
界
に

目
を
向
け
る
と
き
」（『
あ
ら

き
と
う
り
よ
う
』
第
２８０
号
、

立
教
１８３
年
）
参
照
。

※
２

『
稿
本
天
理
教
教
祖

伝
』
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、

日
々
現
れ
て
く
る
「
ふ
し
ぎ

な
た
す
け
」
の
な
か
に
、
教

祖
の
親
心
を
感
じ
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
教

え
ら
れ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
こ
の
親
心
を
お�

ふ�

で�

さ�

き�

、
み�

か�

ぐ�

ら�

う�

た�

、

お�

さ�

し�

づ�

に
拝
し
、
ふ�

し�

ぎ�

な�

た�

す�

け�

に
伺
い
、
教
祖
の

面
影
や
足
跡
に
偲
ぶ
」

（
１６５
ペ
ー
ジ
）

「
…
…
日
々
に
現
わ
れ
て
来

る
ふ�

し�

ぎ�

な�

た�

す�

け�

こ
そ
、

教
祖
が
生
き
て
働
い
て
居
ら

れ
る
証
拠
で
あ
る
」

（
３３６
ペ
ー
ジ
）

※
３

こ
こ
で
述
べ
た
「
お

ふ
で
さ
き
」
と
「
か
し
も
の

・
か
り
も
の
」
の
理
と
い
う

事
柄
に
つ
い
て
は
、
澤
井
一

郎
「『
お
さ
し
づ
』に
お
け
る

か�

し�

も�

の�

・
か�

り�

も�

の�

の
理

『
お
ふ
で
さ
き
』
お
よ

び
「
こ
ふ
き
話
」
の
理
解
を

ふ
ま
え
て
」（『
天
理
教
校
論

叢
』
第
４１
号
、
天
理
教
校
本

科
研
究
室
、
平
成
２３
年
）
と

い
う
論
文
で
、
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

※
４

芹
澤
茂
「
お
ふ
で
さ

き
の
教
理
体
系
に
つ
い
て
の

覚
書

お
ふ
で
さ
き
解
釈

序
説
」（『
天
理
教
校
論
叢
』

第
１０
号
、
昭
和
４６
年
）
は
、

「
お
ふ
で
さ
き
の
教
理
説
明

に
つ
い
て
は
、
こ
ふ
き
話
の

内
容
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提

さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
こ

の
点
が
、
「
お
ふ
で
さ
き
」

の
解
釈
に
お
い
て
非
常
に
重

要
な
点
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。

※
５

澤
井
勇
一
『
お
ふ
で

さ
き
を
読
む
』（
道
友
社
、
立

教
１６１
年
）
は
、
原
典
の
背
景

に
は
、
文
字
に
な
っ
て
原
典

が
残
さ
れ
る
ま
で
の
天
保
９

年
か
ら
の
二
〇
年
三
〇
年
が

存
在
し
て
お
り
、
こ
の
と
こ

ろ
を
理
解
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
、
「
お
ふ
で
さ
き
」

を
理
解
す
る
上
で
、
極
め
て

重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
。
（
特
に
同
書
「
第
二
回

原
典
成
立
の
背
景
」を
参
照
）

みちのとも１８８年（２０２５）４月号３５


