
の

世
界
を
歩
く

筆
を
執
ら
れ
た
ご
様
子

教
祖
は
、
明
治
二（
一
八
六
九
）年
正
月
に
初
め
て
「
お
ふ

で
さ
き
」
の
筆
を
執
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
様
子
に
つ

も
ろ
い
ま
さ
い
ち

い
て
、
諸
井
政
一
「
道
す
が
ら
外
編
」
は
次
の
よ
う
に
伝
え

て
い
ま
す
。

こ
の
年
の
正
月
か
ら
、
御
教
祖
様
御
筆
を
お
と
り

あ
そ
ば
さ
れ

被
遊
て
、
三
十
一
文
字
づ
ゝ
に
つ
ゞ
め
て
、
お
さ
と
し

の
か
ど
め
�
�
を
お
か
き
つ
け
に
な
り
ま
し
て
ご
ざ
り

ま
す
。
こ
れ
が
、
御
筆
先
と
申
す
の
で
ご
ざ
り
ま
し
て
、

時
々
、
神
様
の
お
さ
し
づ
に
よ
つ
て
、
御
筆
を
お
と
り

あ
そ
ば
さ
れ
て
、
二
下
り
か
三
下
り
御
か
き
に
な
る
事

ま
た

あ
そ
ば
さ
れ
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
又
一
枚
二
枚
つ
づ
け
て
お
か
き
被
遊
事
も

あ
る
。
さ
う
い
ふ
の
が
、
だ
ん
�
�
た
ま
り
ま
す
と
、

こ
れ

又
神
様
の
お
さ
し
づ
で
、
是
を
一
ト
ま
と
め
に
御
清
書

あ
そ
ば
し
て
、
一
冊
の
本
と
な
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
り
ま

す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
執
筆
の
こ
ろ

第

回

２

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

４２みちのとも１８８年（２０２５）５月号



そ
れ
が
、
こ
の
明
治
二
年
の
三
月
ま
で
に
、
一
冊
で

き
ま
し
て
、
三
月
か
ら
又
一
冊
で
き
ま
し
た
。

（『
正
文
遺
韻
抄
』
道
友
社
、
昭
和
45
年
、
７０
ペ
ー
ジ
）

明
治
二
年
正
月
か
ら
、
親
神
様
の
指
図
に
よ
っ
て
筆
を
執

よ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
詠
ま
れ
る

お
歌
は
、
二
、
三
首
の
と
き
も
あ
れ
ば
、
和
紙
に
一
枚
二
枚

続
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
だ
ん
だ
ん
た
ま
る
と
、

教
祖
は
ひ
と
ま
と
め
に
清
書
さ
れ
、
一
冊
の
本
と
さ
れ
た
と

あ
り
ま
す
（
※
１
）。
こ
の
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
、

「
お
ふ
で
さ
き
」
の
各
号
に
当
た
り
ま
す
。
明
治
二
年
三
月

ま
で
に
第
一
号
が
、
同
年
三
月
か
ら
第
二
号
が
で
き
た
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
第
一
号
の
表
紙
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

第
壹
号

七
十
貳
才
老
女

明
治
貳
巳
年
正
月
從

「
七
十
貳
才
老
女
」
は
、
教
祖
を
指
し
ま
す
。
「
明
治
貳
巳

年
正
月
從
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
貳
」
は
「
二
」
の
旧
字
で
、

「
巳
」
は
へ
び
年
、
「
正
月
」
は
旧
暦
の
一
月
を
意
味
し
、

「
從
」
は
「
よ
り
」
と
読
み
ま
す
。
「
お
ふ
で
さ
き
」
第
一

号
は
、
教
祖
が
数
え
七
十
二
歳
の
と
き
、
明
治
二
年
正
月
よ

り
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

な
お
、
表
紙
は
、
教
祖
が
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
で
は
あ

う

の
は
る
よ
し

り
ま
せ
ん
。
宇
野
晴
義
「
天
理
教
資
料
研
究（
二
）」（『
ビ
ブ
リ

ア
』
第
５３
号
）
と
い
う
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
第
一
号
か
ら
第

十
三
号
ま
で
の
各
表
紙
の
文
字
は
、
当
時
「
お
ふ
で
さ
き
」

し
ゅ
う
じ

を
保
管
し
て
お
ら
れ
た
教
祖
の
長
男
で
あ
る
秀
司
様
の
も
の
、

第
十
四
号
の
「
第
十
四
号
」
の
字
は
秀
司
様
で
あ
る
が
「
明

や
ま
ざ
わ
り
ょ
う
じ
ろ
う

治
十
貳
年
六
月
ヨ
リ
」
の
字
は
山
澤
良
治
郎
の
も
の
、
そ
れ

以
後
第
十
七
号
ま
で
の
表
紙
字
は
す
べ
て
山
澤
良
治
郎
の
筆

に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
澤
氏
は
、
明
治
十

四
年
に
秀
司
様
が
出
直
さ
れ
た
後
、
お
屋
敷
の
家
事
万
端
取

締
を
つ
と
め
て
い
ま
し
た
。

明
治
二
年
ま
で
の
道
の
状
況
（
一
）

つ
と
め
場
所
の
ふ
し
ん

「
お
ふ
で
さ
き
」
第
一
号
は
明
治
二
年
正
月
ご
ろ
か
ら
筆
を

執
ら
れ
た
と
い
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
明
治
二
年
ご
ろ
の

の
世界を歩く

みちのとも１８８年（２０２５）５月号４３



お
道
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』（
以
下
、
『
教
祖
伝
』）に
基
づ
い
て
、

当
時
を
簡
単
に
振
り
返
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

天
保
九（
一
八
三
八
）年
十
月
二
十
六
日
に
「
月
日
の
や
し

ろ
」
と
お
定
ま
り
に
な
っ
た
教
祖
が
一
番
初
め
に
な
さ
れ
た

こ
と
は
、
貧
に
落
ち
き
る
こ
と
で
し
た
。

「
貧
に
落
ち
切
れ
。
貧
に
落
ち
切
ら
ね
ば
、
難
儀
な
る

者
の
味
が
分
か
ら
ん
」

（『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』「
四

一
粒
万
倍
に
し
て
返
す
」）

と
の
お
言
葉
の
ま
ま
に
、
教
祖
は
、
徹
底
し
て
施
し
尽
く
さ

れ
、
人
に
与
え
る
道
を
歩
み
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
道
中

に
は
、
炊
く
米
が
な
い
と
い
う
と
き
も
あ
り
ま
し
た
が
、

「
水
を
飲
め
ば
水
の
味
が
す
る
」（『

教
祖
伝
』
40
ペ
ー
ジ
）

と
お
諭
し
く
だ
さ
り
、
心
豊
か
に
勇
ん
で
お
通
り
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
二
代
真
柱
様
の
お
言
葉
を
お
借
り
す
る
な
ら
、
裸

に
な
っ
て
陽
気
ぐ
ら
し
の
真
実
の
道
を
お
付
け
く
だ
さ
っ
た

の
で
す
（
※
２
）。

そ
の
よ
う
な
道
中
が
二
十
年
以
上
続
き
ま
し
た
が
、
天
保

九
年
の
立
教
か
ら
二
十
数
年
を
経
た
こ
ろ
、
よ
う
や
く
こ
の

道
は
広
が
り
始
め
、
文
久
、
元
治
に
入
る
と
、
後
に
よ
ふ
ぼ

く
と
し
て
勤
め
る
よ
う
に
な
る
人
々
も
次
々
と
引
き
寄
せ
ら

れ
、
親
里
へ
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
立
教
の
と

き
の
押
し
問
答
の
一
節
に
、

い
ろ
い
ろ

「
今
は
種
々
と
心
配
す
る
は
無
理
で
な
い
け
れ
ど
、
二

た

な
る
ほ
ど

十
年
三
十
年
経
っ
た
な
れ
ば
、
皆
の
者
成
程
と
思
う
日

が
来
る
程
に
」

（『
教
祖
伝
』
７
ペ
ー
ジ
）

と
お
諭
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
二
十
年
三
十
年
経
っ
た
こ

明治２年までの道の様子 年表

元号／年 出来事
文久元（１８６１） このころ、参拝者の中から信仰者がで

きはじめる
元治元（１８６４） 春ごろから、扇のさづけなど授けもの

を出される
つとめ場所の普請
大和神社前の一件

慶応元（１８６５） 僧侶の論難
助造事件

２（１８６６） 小泉不動院の山伏による乱暴事件
「あしきはらひたすけたまへ てんり
わうのみこと」を教えられる

３（１８６７） 正月から八月まで「十二下り」を教え
られる。以後、節付けと振付けに満３
カ年かけられる
７月、吉田神祇管領より認可

明治２（１８６９） 正月から「おふでさき」第一号ご執筆

４４みちのとも１８８年（２０２５）５月号



ろ
か
ら
、
道
は
大
き
く
動
き
始
め
た
の
で
す
。

元
治
元（
一
八
六
四
）年
（
立
教
二
七
年
）
に
は
、
人
々
の

真
心
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
つ
と
め
場
所
の
普
請
が
始
ま
り
ま

し
た
。
途
中
、
大
和
神
社
前
の
一
件
に
よ
り
、
教
え
を
聞
い

て
日
の
浅
い
人
の
な
か
に
は
、
不
安
を
感
じ
て
信
仰
を
や
め

い
ぶ
り
い
ぞ
う

て
し
ま
う
者
も
あ
り
ま
し
た
が
、
飯
降
伊
蔵
を
中
心
に
真
実

を
尽
く
さ
れ
た
結
果
、
普
請
は
完
成
し
ま
し
た
。

人
々
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
途
中
に
大
き
な
「
ふ
し
」
が
あ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
完
成
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
と

想
像
し
ま
す
。

『
教
祖
伝
』
に
、

き
れ
い

ま
さ

新
築
成
っ
た
明
る
い
綺
麗
な
つ�

と�

め�

場
所
こ
そ
、
正
し

ほ

く
成
人
の
歩
を
進
め
た
、
心
の
ふ�

し�

ん�

の
姿
で
あ
り
、

き�

り�

な�

し�

ふ�

し�

ん�

へ
の
門
出
で
あ
っ
た
。（

６１
―
６２
ペ
ー
ジ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
つ
と
め
場
所
の
普
請
は
人
々
の
成
人
の
う

え
で
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。

普
請
と
い
う
神
様
の
御
用
と
大
和
神
社
の
事
件
と
い
う

「
ふ
し
」
を
経
た
こ
と
で
、
信
者
の
人
々
の
心
は
磨
か
れ
、

成
人
の
歩
み
を
一
歩
踏
み
出
し
た
の
で
す
。

そ
う
し
た
な
か
、
「
み
か
ぐ
ら
う
た
」
の
三
下
り
目
に
、

ひ
の
も
と
し
よ
や
し
き
の

つ
と
め
の
ば
し
よ
ハ
よ
の
も
と
や

（
三
下
り
目

１
）

ふ
し
ぎ
な
つ
と
め
ば
し
よ
ハ

た
れ
に
た
の
み
は
か
け
ね
ど
も

（
三
下
り
目

２
）

み
な
せ
か
い
が
よ
り
あ
う
て

で
け
た
ち
き
た
る
が
こ
れ
ふ
し
ぎ

（
三
下
り
目

３
）

よ
う
�
�
こ
ゝ
ま
で
つ
い
て
き
た

じ
つ
の
た
す
け
ハ
こ
れ
か
ら
や

（
三
下
り
目

４
）

い
つ
も
わ
ら
は
れ
そ
し
ら
れ
て

め
づ
ら
し
た
す
け
を
す
る
ほ
ど
に

（
三
下
り
目

５
）

と
あ
り
ま
す
。

つ
と
め
場
所
の
普
請
が
完
成
し
た
こ
と
を
、
「
で
け
た
ち

き
た
る
が
こ
れ
ふ
し
ぎ
」「
よ
う
�
�
こ
ゝ
ま
で
つ
い
て
き

た
」
と
い
わ
れ
た
う
え
で
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
本
格
的
に

「
じ
つ
の
た
す
け
」
に
取
り
掛
か
り
、
い
ず
れ
は
「
つ
と

め
」
に
よ
っ
て
「
め
づ
ら
し
た
す
け
」
を
授
け
る
よ
う
に
す

る
と
宣
言
さ
れ
た
の
で
す
。

明
治
二
年
ま
で
の
道
の
状
況
（
二
）

「
お
つ
と
め
」
の
教
示

つ
と
め
場
所
が
で
き
る
ま
で
、
教
祖
は
、
古
い
粗
末
な
八

の
世界を歩く

みちのとも１８８年（２０２５）５月号４５



畳
と
六
畳
の
二
間
に
お
住
ま
い
に
な
り
、
そ
の
八
畳
の
間
に

め
ど
う

は
目
標
と
し
て
御
幣
が
ま
つ
ら
れ
て
あ
り
、
人
々
の
寄
り
集

う
部
屋
と
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
と
め
場
所
が
建
て
ら
れ

か
ん
ど
こ

て
か
ら
は
、
上
段
の
間
の
神
床
に
親
神
様
を
お
ま
つ
り
し
、

教
祖
は
、
同
じ
部
屋
の
西
寄
り
に
壇
を
置
い
て
、
そ
の
上
に

た
ん
ざ

終
日
端
座
さ
れ
、
寄
り
来
る
人
々
に
、
お
話
を
説
き
聞
か
せ

て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

教
祖
が
日
夜
、
お
話
を
繰
り
返
し
お
説
き
聞
か
せ
く
だ
さ

れ
た
こ
と
で
、
信
者
の
人
々
の
お
道
に
対
す
る
理
解
も
少
し

ず
つ
深
ま
り
、
信
仰
を
始
め
る
人
も
次
第
に
増
え
て
き
ま
し

た
。

し
ょ
や
し
き

い
き
が
み

と
こ
ろ
が
、
慶
応
年
間
に
入
り
、「
庄
屋
敷
村
の
生
神
様
」

の
評
判
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
近
在
の
神
職
や
僧
侶
、
山
伏
、

医
者
た
ち
が
妨
害
を
し
に
、
お
屋
敷
へ
や
っ
て
来
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
慶
応
元（
一
八
六
五
）年
六
月
に
は
、
二
人
の

こ
い
ず
み

僧
侶
が
お
屋
敷
に
乱
入
し
、
同
二
年
秋
に
は
、
小
泉
不
動
院

の
山
伏
た
ち
が
お
屋
敷
に
論
難
に
や
っ
て
き
た
う
え
で
、
乱

暴
を
は
た
ら
く
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

教
祖
が
、
「
お
つ
と
め
」
を
本
格
的
に
教
え
始
め
ら
れ
た

の
は
、
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
論
難
攻
撃

に
遭
っ
て
も
、
そ
れ
に
動
じ
な
い
だ
け
の
信
仰
信
念
が
、
信

者
の
人
々
の
中
に
育
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
見
定
め
た
う
え
で
、

「
お
つ
と
め
」
の
教
示
に
取
り
か
か
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

慶
応
二
年
に
ま
ず
、
「
あ
し
き
は
ら
ひ
た
す
け
た
ま
へ

て
ん
り
わ
う
の
み
こ
と
」
の
歌
と
手
振
り
を
朝
夕
の
お
つ
と

め
と
し
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
信
者
た
ち
が
日
々
、
「
か
り

も
の
」
の
ご
守
護
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
心
の
「
ほ
こ
り
」

を
払
う
よ
う
に
導
か
れ
た
の
で
す
（
※
３
）。

そ
し
て
、
翌
慶
応
三
年
正
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
教
祖

は
「
十
二
下
り
」
の
歌
を
作
ら
れ
ま
し
た
。
慶
応
三
年
は
、

立
教
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
十
年
目
に
当
た
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

ふ
り

教
祖
は
「
十
二
下
り
」
の
節
付
け
と
振
付
け
に
、
満
三
カ
年

か
け
ら
れ
ま
し
た
。

慶
応
三
年
か
ら
満
三
年
と
い
う
と
明
治
三
年
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
第
一
号
が
執
筆
さ
れ
た
明
治

二
年
正
月
ご
ろ
の
お
屋
敷
は
、
教
祖
か
ら
十
二
下
り
の
手
を

付
け
て
い
た
だ
い
て
い
る
最
中
に
な
り
ま
す
。

よ
し

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
の
お
屋
敷
は
、
慶
応
三
年
七
月
に
、
吉

だ
じ
ん
ぎ

田
神
祇
管
領
か
ら
認
可
を
得
た
こ
と
で
僧
侶
や
山
伏
か
ら
の

反
対
攻
撃
が
減
り
、
お
屋
敷
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
比
較
的

穏
や
か
な
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。

４６みちのとも１８８年（２０２５）５月号



そ
の
よ
う
な
中
で
、

よ
る
ひ
る
ど
ん
ち
や
ん
つ
と
め
す
る

そ
ば
も
や
か
ま
し
う
た
て
か
ろ

（
四
下
り
目

４
）

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
か
ぐ
ら
づ
と
め
」
こ
そ
ま
だ
教
え

ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
お
屋
敷
は
、
連
日
「
お
て
ふ
り
」

の
稽
古
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
と
想
像
し
ま
す
。

明
治
二
年
ま
で
の
道
の
状
況
（
三
）

世
界
の
ふ
し
ん
に
取
り
か
か
る

『
教
祖
伝
』
に
は
、
「
十
二
下
り
」
を
教
え
ら
れ
た
と
き
の

教
祖
の
お
言
葉
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
は
、
理
の
歌
や
。
理
に
合
わ
せ
て
踊
る
の
や
で
。

た
だ
踊
る
の
で
は
な
い
、
理
を
振
る
の
や
」

「
つ
と
め
に
、
手
が
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
す
る
の
は
、
心
が

ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
し
て
い
る
か
ら
や
。
一
つ
手
の
振
り
方

ま
ち
ご

よ
ろ
し
く

き
り
か
え

間
違
て
も
、
宜
敷
な
い
。
こ
の
つ
と
め
で
命
の
切
換
す

る
の
や
。
大
切
な
つ
と
め
や
で
」（『

教
祖
伝
』
９５
ペ
ー
ジ
）

教
祖
は
こ
の
よ
う
な
お
言
葉
を
掛
け
な
が
ら
、
「
お
て
ふ

り
」
の
稽
古
を
つ
け
て
、
理
を
仕
込
み
、
お
そ
ば
の
信
者
を

導
い
て
い
か
れ
ま
し
た
。

「
十
二
下
り
」
に
は
、
天
保
九
年
の
立
教
か
ら
の
教
祖
の
道

す
が
ら
や
、
教
祖
が
折
々
に
お
説
き
く
だ
さ
れ
た
教
え
が
、

ま
と
ま
っ
た
形
で
歌
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
「
親
神
様
が
元

の
神
、
実
の
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」「
お
屋
敷
が
元
の
や

し
き
で
あ
る
こ
と
」「
か
し
も
の
・
か
り
も
の
」
の
理
、
「
病

の
も
と
は
心
か
ら
と
い
う
こ
と
」「
心
を
澄
み
き
ら
す
と
い

う
こ
と
」、
「
陽
気
づ
く
め
」「
ひ
の
き
し
ん
」
な
ど
、
こ
ん

に
ち
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
教
え
の
骨
格
と
な
る
と
こ
ろ
に

つ
い
て
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
の
筆
を
執
ら
れ
る
前
の
こ
の

こ
ろ
ま
で
に
、
す
で
に
だ
い
た
い
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
「
十
二
下
り
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
、
日
々
の

信
仰
生
活
の
基
本
的
心
得
が
歌
わ
れ
る
と
と
も
に
、
親
神
様

と
人
間
が
共
に
働
い
て
「
世
界
の
ふ
し
ん
」
を
進
め
て
い
く

様
子
が
、
明
る
い
喜
び
を
も
っ
て
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
特

に
、
最
後
の
十
二
下
り
目
は
、

こ
の
た
び
い
ち
れ
つ
に

だ
い
く
の
に
ん
も
そ
ろ
ひ
き
た

（
十
二
下
り
目

１０
）

と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
「
世
界
の
ふ
し
ん
」
に
、
「
世

界
た
す
け
」
に
本
格
的
に
取
り
か
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
明

る
い
未
来
へ
の
展
望
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
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教
祖
が
「
十
二
下
り
」
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
当
時
、
日

本
の
世
の
中
は
、
慶
応
か
ら
明
治
と
い
う
激
動
の
転
換
の
時

代
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
教
祖
ご
自
身
の
目

に
は
、
将
来
の
輝
か
し
い
世
界
が
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
向
か

う
確
か
な
道
筋
が
は
っ
き
り
見
え
て
お
ら
れ
る
か
の
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
、
教
祖
は
、
「
世
界
の
ふ
し
ん
」
を
目
指

し
て
本
格
的
に「
つ
と
め
」の
教
示
に
取
り
か
か
ら
れ
、「
よ

ふ
ぼ
く
」
と
な
る
人
々
を
お
屋
敷
へ
引
き
寄
せ
、
教
理
を
仕

込
ん
だ
う
え
で
、
こ
の
道
を
伝
え
広
げ
て
い
こ
う
と
な
さ
れ

る
の
で
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
の
筆
を
執
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
明
治
二

年
は
、
こ
う
し
た
時
期
に
あ
た
る
の
で
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
の
二
つ
の
柱

「
お
ふ
で
さ
き
」
は
、
教
祖
が
「
世
界
の
ふ
し
ん
」
を
目
指

し
て
本
格
的
に
「
つ
と
め
」
を
教
え
、
信
者
を
仕
込
ま
れ
だ

し
た
こ
ろ
か
ら
執
筆
を
開
始
さ
れ
た
と
述
べ
ま
し
た
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
が
書
か
れ
た
明
治
二
年
か
ら
同
十
五
年
ご

ろ
と
い
う
時
期
は
、
教
祖
が
信
者
に
「
つ
と
め
」
や
教
理
を

仕
込
ま
れ
た
時
期
と
大
き
く
重
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
「
お
つ
と
め
」
は
明
治

十
五
年
に
形
の
う
え
で
一
応
の
完
成
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
と

ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
教
祖
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
の
筆

お
を
擱
か
れ
て
い
ま
す
。

前
回
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
は
「
世
界
た
す
け
に
向
け
て
の

地
図
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
親
神
様
が
ど
の
よ
う
に
し
て
世

界
を
陽
気
ぐ
ら
し
に
導
い
て
い
か
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に

し
て
世
界
中
の
人
間
の
心
を
勇
ま
せ
、
た
す
け
て
い
か
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
「
お
ふ
で
さ
き
」

が
し
る
さ
れ
た
当
時
の
お
道
の
状
況
が
関
係
し
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
そ
の
「
世
界
た
す
け
」
は
ど
の
よ

う
に
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
の
か
。
「
お
ふ
で
さ
き
」
は
明

治
二
年
か
ら
十
五
年
と
い
う
長
い
年
月
を
か
け
て
執
筆
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
は
二
つ
の
柱
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す

（
※
４
）。

①
�
う
ち
�（
お
屋
敷
に
い
る
人
々
、
お
道
を
信
心
す
る

人
々
）
の
心
を
澄
ま
し
、
「
は
し
ら
」（
か
ん
ろ
だ
い
、

真
柱
）
を
入
れ
、
「
か
ぐ
ら
つ
と
め
」
が
勤
め
ら
れ
る
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よ
う
に
す
る
こ
と
。

②
�
せ
か
い
�（
お
道
を
信
心
し
て
い
な
い
世
の
中
の

人
々
）
に
向
か
っ
て
布
教
伝
道
を
し
、
真
実
の
神
の
話

を
伝
え
て
、
心
を
勇
ま
せ
、
た
す
け
上
げ
て
い
く
こ
と
。

（「
よ
ふ
ぼ
く
」
と
な
る
人
を
「
お
屋
敷
」
へ
引
き
寄
せ
、

教
理
を
仕
込
ん
だ
う
え
で
、
布
教
伝
道
に
出
す
こ
と
）

端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
二
つ
が
「
お
ふ
で
さ
き
」
全
体
を

貫
く
大
き
な
話
の
筋
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
①
と

②
が
相
ま
っ
て
、
親
神
様
に
よ
る
「
世
界
た
す
け
」
は
進
め

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
見
取
り
図
が
「
お
ふ
で
さ
き
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
教
祖
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
の
お
話
に
つ
い
て

も
、
繰
り
返
し
お
話
し
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

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

や
す

ん
。
（
中
略
）
一
時
の
処
言
葉
だ
け
で
は
忘
れ
易
い
。

書
き
た
事
は
忘
れ
ん
も
の
。

（
明
治
37
・
8
・
23
）

と
い
う
思
召
か
ら
、
後
に
続
く
私
た
ち
の
た
め
に
、
「
お
ふ

で
さ
き
」
に
書
き
残
し
て
お
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
案
し
ま
す
。

「
お
ふ
で
さ
き
」と「
ひ
な
が
た
」は
表
裏
一
体

大
事
な
こ
と
は
、
教
祖
ご
自
身
も
、
こ
の「
お
ふ
で
さ
き
」

に
お
示
し
く
だ
さ
れ
た
二
つ
の
道
筋
に
沿
っ
て
歩
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
稿
本
は
し
が
き
」
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
と
お
り
、
『
教
祖

伝
』
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
基
づ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

特
に
、
「
第
六
章

ぢ�

ば�

定
め
」
と
「
第
七
章

ふ�

し�

か

ら
芽
が
出
る
」
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
基
づ
い
て
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
「
お
ふ
で
さ
き
」
が
第
一
号
か
ら
順
を
追
っ
て

記
さ
れ
、
明
治
二
年
か
ら
同
十
四
年
ま
で
の
史
実
が
「
お
ふ

で
さ
き
」
の
順
序
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す

（
※
５
）。

『
教
祖
伝
』
は
、
第
六
章
あ
た
り
に
入
っ
て
く
る
と
、
現
存

す
る
史
料
も
増
え
て
く
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
記
述

が
詳
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
分
、
教
祖
は
ど
こ
に
向
か
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わ
れ
て
、
何
を
し
よ
う
と
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
ポ
イ

つ
か

ン
ト
が
摑
み
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

し
か
し
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
る
と
、
「
第
六
章
、
第
七
章
の

内
容
」＝
「
お
ふ
で
さ
き
に
し
る
さ
れ
た
思
召
」
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
前
項
で
述
べ
た
①
と
②
の
二
つ
の

柱
に
沿
っ
て
、
教
祖
は
行
動
な
さ
れ
、
人
を
導
い
て
お
ら
れ

る
の
で
す
。
「
お
ふ
で
さ
き
」
と
教
祖
の
「
ひ
な
が
た
」
は

表
裏
一
体
で
あ
る
と
思
案
し
ま
す
。

大
切
な
こ
と
は
、
「
お
ふ
で
さ
き
」
を
読
む
際
に
、
い
ま

こ
の
段
落
は
�
う
ち
�
の
話
を
さ
れ
て
い
る
の
か
（
つ
ま
り
、

「
お
つ
と
め
」
の
段
取
り
な
ど
に
つ
い
て
話
を
さ
れ
て
い
る

の
か
）、
あ
る
い
は
�
せ
か
い
�
の
話
を
さ
れ
て
い
る
の
か

（
つ
ま
り
、
世
界
に
向
か
っ
て
布
教
伝
道
を
し
て
い
く
話
を

さ
れ
て
い
る
の
か
）
な
ど
、
主
題
を
よ
く
考
え
て
読
む
こ
と

で
す
。
同
じ
号
の
中
で
も
、
�
う
ち
�
の
話
を
さ
れ
て
い
る

か
と
思
え
ば
、
突
然
、
場
面
が
切
り
替
わ
っ
て
、�
せ
か
い
�

に
向
け
て
の
話
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
話
の
場
」
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

た
と
え
ば
、
第
一
号
で
は
、
主
に
�
う
ち
�
の
話
を
さ
れ
、

「
お
つ
と
め
」
が
勤
め
ら
れ
る
段
取
り
と
し
て
、
最
初
に
、

お
屋
敷
の
人
々
の
心
を
澄
ま
す
と
い
う
「
や
し
き
の
掃
除
」

が
話
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
号
は

�
せ
か
い
�
へ
の
布
教
伝
道
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇

そ
れ
で
は
次
回
か
ら
、
実
際
に
第
一
号
か
ら
段
落
ご
と
に

読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

※
１

清
書
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
は
、
下
書
き
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ

が
「
外
冊
」
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る

（
上
原
道
延
「
お
ふ
で
さ
き

に
お
け
る
表
紙
の
日
付

特
に
第
三
号
か
ら
第
五
号
を

め
ぐ
っ
て
」『
天
理
教
校
論
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の
世
界

を
歩
く

叢
』
第
４２
号
、
天
理
教
校
本

科
研
究
室
、
平
成
２４
年
）
参

照
。

「
お
ふ
で
さ
き
」
の
表
紙
や

日
付
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い

て
は
、
同
論
文
の
中
で
、
興

味
深
い
考
察
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
お
ふ
で
さ
き
ご
執

筆
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
道

友
社
編
『
先
人
の
遺
し
た
教

話（
一
）静
か
な
る
炎
の
人
・

梅
谷
四
郎
兵
衞
』
昭
和
５３
年
、

８４
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

※
２

中
山
正
善
『
第
十
六

回
教
義
講
習
会
第
一
次
講
習

録
抜
粋
』（
道
友
社
、
立
教
１６０

年
、
１５２
―
１５３
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

※
３

「
あ
し
き
は
ら
ひ
た

す
け
た
ま
へ

て
ん
り
わ
う

の
み
こ
と
」
の
「
お
つ
と
め
」

は
、
こ
ん
に
ち
「
あ
し
き
を

は
ら
う
て
た
す
け
た
ま
へ

て
ん
り
わ
う
の
み
こ
と
」
と

い
う
形
で
、
「
か
ぐ
ら
づ
と

め
」
に
お
い
て
も
勤
め
ら
れ

る
が
、
教
祖
は
一
番
初
め
に

「
朝
夕
の
お
つ
と
め
」
と
し

て
教
え
ら
れ
た
も
の
と
理
解

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

「
…
…
明
治
元
年
に
『
あ
し

き
は
ら
い
、
た
す
け
た
ま
へ
、

天
理
王
の
命
』
と
と
な
へ
て
、

手
品
を
し
て
、
朝
晩
の
つ
と

め
と
す
べ
き
事
を
、
御
教
へ

被
下
ま
し
た
の
で
ご
ざ
り
ま

す
」（『
正
文
遺
韻
抄
』
道
友

社
、
昭
和
４５
年
、
６５
ペ
ー
ジ
）

※
４

芹
澤
茂
『
お
ふ
で
さ

き
通
訳
』（
道
友
社
、
昭
和
５６

年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「
…
…
ま
ず
�
う
ち
�
に
は

か�

ん�

ろ�

だ�

い�

の
つ�

と�

め�

を
中

心
と
し
て
『
こ
ふ
き
』（
こ
う

き
）
を
拵
え
、
次
い
で
�
せ

か
い
�
に
『
こ
ふ
き
』
を
ひ

ろ
め
る
布
教
伝
道
を
す
る
と

い
う
の
が
、
お�

ふ�

で�

さ�

き�

全

篇
を
貫
く
大
き
な
話
の
筋
で

あ
る
」（
２３
ペ
ー
ジ
）

※
５

中
山
正
善
「
陽
気
ぐ

ら
し
の
真
髄
」『
み
ち
の
と

も
』
昭
和
３２
年
１
月
号
２７
ペ

ー
ジ
参
照
。

な
お
、「
第
八
章

親
心
」

も
「
お
ふ
で
さ
き
」
に
基
づ

い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

ち
ら
は
史
実
で
は
な
く
、
五

十
年
の
ひ
な
が
た
を
貫
く
教

祖
の
お
心
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

みちのとも１８８年（２０２５）５月号５１


