
２61号
宗教法人　東洋最高道徳学会平成27年9月1日発行

『四国のみち』

人
び
と
の
仕
合
わ
せ
の
た
め
に・・・・・・
天
真
会
教
団

宗教と文化  天 真  〈第 261 号〉

年間購読料

発　行　日

編　集　人

印　刷　所

発　行　所

３, ０００円

平成 27 年 9 月 1 日

泉　田　孝　治

岡田印刷㈱

宗教法人 東洋最高道徳学会
愛媛県松山市南高井町３３８
TEL. ０８９‐９７６‐７７７７
FAX. ０８９‐９７６‐６６２２

＝歯のことなら＝

清水歯科
松 山 市 東 方 町
TEL（089）963‐1441

流 光 と や す らぎ の 空 間

真心こめてお手伝いさせていただきます。

大駐車場完備 120台収容
松山市築山町5‐16

セレモニーホール 入院・退院・転院（昼夜年中無休）

 松山市中村2 丁目7‐23

┒933‐3008⑫☎933‐3008㈹

鈴
木 

る
り
子

伏
せ
置
か
る
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
や
子
等
を
待
つ

陶
の
里
古
民
家
に
咲
く
鹿
の
子
百
合

栴
檀
の
青
き
実
落
つ
る
陶
の
庭

中
野 

八
千
代

涼
風
の
一
筋
猫
の
座
と
な
り
ぬ

風
涼
し
手
製
カ
ッ
プ
に
も
て
な
さ
る

水
引
草
掲
げ
古
民
家
開
け
放
つ

松
本 

章
見

砥
部
焼
の
鉢
に
ト
マ
ト
の
熟
れ
は
じ
む

苗
床
に
又
も
潜ひ
そ

み
し
根
切
蟲

ト
マ
ト
売
る
そ
ば
に
発
掘
調
査
中

宮
本 

里
枝

湯
釜
型
ポ
ス
ト
据
ゑ
置
く
避
暑
の
宿

ト
マ
ト
買
ふ
無
人
販
売
陶
の
里

香
水
を
控
へ
酒
蔵
見
学
会

藤
田 

ひ
ろ
む

蜩
の
御
霊
鎮
め
の
遠を

ち
の
こ
ゑ

蜩
の
こ
ゑ
に
檜
山
の
た
た
づ
ま
ひ

石い
し
づ
ち

鎚
山
を
遥
か
に
早わ

せ稲
の
穂
に
立
ち
ぬ

好
川 

照
美

地
球
儀
に
呉
須
の
海
原
涼
新
た

蔵
元
に
並
ぶ
地
酒
や
涼
新
た

秋
立
つ
や
酒
母
培
養
の
タ
ン
ク
二
基

井
上 

恵
子

ひ
と
日い
そ
ひ
よ
ど
り

旅
磯
鵯
の
鳴
く
島
へ

僧
も
乗
る
梅
雨
の
島
へ
と
定
期
船

荒
梅
雨
や
あ
た
た
め
な
ほ
す
カ
レ
ー
の
香栗

田 

和
子

古
民
家
の
も
て
な
し
仄
と
蚊
遣
香

蜩
の
呼
び
合
ひ
て
鳴
く
杣
の
道

か
な
か
な
の
波
動
か
池
の
さ
ざ
な
み
は草

地 

た
み
こ

涼
新
た
裏
返
し
見
る
甑
こ
し
き

下
駄

溽
暑
か
な
土
足
厳
禁
仕
込
蔵

試
桶
の
小
さ
き
蛇
口
や
送
り
梅
雨

菰
田 

美
佐
子

句
作
り
の
助
走
に
入
り
ぬ
梅
雨
シ
ョ
ー
ル

荒
庭
の
草
抜
く
と
き
の
順
不
動

梅
雨
寒
に
灯
す
キ
ャ
ン
ド
ル
ひ
と
つ
か
な白

石 

房
子

古
書
店
に
休
日
の
札
桜
桃
忌

涼
し
さ
を
加
へ
て
闇
の
育
ち
を
り

滝
の
水
も
ろ
に
受
け
を
り
岩
不
動



　
　
　
　
　
　ノ

　

   

チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　シ

　
　ハ

　
　

  

ツ
テ

　
　
　
　
　
　

  

　ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ヤ
カ
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

タ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　ノ

　

 

ミ
チ

千
尋
峡
底
蓬
莱
溪

 

千せ
ん
じ
ん尋
の
峡き
ょ
う
て
い底

　蓬ほ
う
ら
い
け
い

莱
溪

激
石
奔
流
湍
水
凄

 

激げ
き
せ
き石
奔ほ
ん
り
ゅ
う流
湍た
ん
す
い水
凄さ
む

し

雨
洗
残
炎
山
気
冷
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め
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残ざ
ん
え
ん炎
を
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っ
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ん
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冷ひ
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蒙
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青
苔
蹊

 

緑り
ょ
く
い
ん陰

蒙も
う
ま
い昧

た
り
青せ
い
た
い苔

の
路み
ち

　
そ
し
て
、
日
向
か
ら
ご
即
位
ま
で
の
年
月
を
古

事
記
に
は
十
五
年
、
日
本
書
紀
は
六
年
と
相
違

は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ご
東
征
は
記
紀
と
も
に

伏ま
つ
ろ

わ
ぬ
人
ど
も
を
言こ

と
む向
け
や
わ
し
と
あ
り
ま
す
。

　
言こ

と
む向
け
と
は
説
得
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い

い
聞
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
や
わ
し
と
は

仲
良
く
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
従
わ
な
い
人
に
は
、
よ
く
い
い

聞
か
せ
て
仲
良
く
し
て
、
ご
東
征
を
果
さ
れ
た

わ
け
で
す
。

　
そ
こ
で
、

　
　
神
武
不
殺

　
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
つ
ぎ
に
古
事
記
の
中
つ
巻
の
冒
頭
に

神
武
天
皇
が
日
向
の
み
み
つ
の
港
を
船
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し
て
、

ご
東
征
の
旅
に
出
ら
れ
た
の
ち
、
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や
ま

火
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の
橿か

し
は
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の
宮
で
、
初
め
て
高た

か
み
く
ら

御
座
に
お
即
き
に
な
ら
れ

ま
し
た
が
、
古
事
記
は
こ
の
事
に
つ
い
て
は
実

に
簡
略
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
　
荒あ

ら

ぶ
る
神
ど
も
を
言こ

と
む向
け
や
わ
し
、
伏ま

つ

ろ

わ
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人
ど
も
を
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ぎ
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、
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ひ火

の
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原
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宮
に
ま
し
ま
し
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、
天
の
下
し
ろ
し
め
き

と
あ
り
ま
す
。

神
武
不
殺
、
神
武
は
殺
さ
ず
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

　
神
武
天
皇
と
申
し
ま
す
と
、
勇
ま
し
い
天
皇

様
で
従
わ
な
い
人
を
う
ち
平
げ
な
が
ら
戦い

く
さ

ば
か

り
し
て
ご
東
征
さ
れ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
が
、
実
は
神
武
天
皇
は
非
常
に
平
和
を

愛
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
。

　
因
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
大
和
を
め
ざ
し
て
長

い
苦
し
い
旅
を
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
今
の
大
阪
に

上
陸
さ
れ
ま
す
。
め
ざ
す
奈
良
盆
地
に
入
る
に

は
、
す
ぐ
目
の
前
の
小
さ
な
生い

こ
ま
や
ま

駒
山
を
越
え
れ

ば
よ
い
わ
け
で
す
が
、
土
地
の
豪
族
、
長な

が
す
ね
ひ
こ

髄
彦

前
会
長
　
故 
長
岡
　
悟

記
紀
に
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る 宗教法人　東洋最高道徳学会

医療法人　天　　真　　会
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事
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、
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ほ
ん
し
ょ
き

本
書
紀
は
今
か
ら
一
三
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
、
大
和
朝
廷
に
よ
り

撰
録
さ
れ
た
、
日
本
民
族
の
聖
典
と
も
い
う
べ
き
日
本
で
最
も
古
い
文
献
で
す
。

か
そ
か
な
る
溪た
に

の
ひ
か
り
に
苔こ
け
あ
お青

き

　石い
し
の
か
し
ら
を
ふ
み
て
わ
た
り
き

名
勝
面
河
第
一
景

南
雲
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長
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蓬
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う

　莱ら
い

　溪け
い

　

 

レ　
　
　
　
　
　二

　
　
　
　
　
　
　
　一

過
ぐ
る
明
治
の
末
、
橋
本
関

雪
画
伯
が
面
河
渓
に
遊
び
、

蓬
莱
溪
の
景
勝
こ
そ
、
名
勝

面
河
の
第
一
景
な
り
と
激
賞

さ
れ
た
、
当
時
無
名
の
溪
谷

で
あ
っ
た
が
、
画
伯
は
左
岸

亀
腹
の
岸
壁
に
連つ
ら

な
り
立
つ

奇き
ほ
う峰
を
蓬
莱
山
に
準な
ぞ
ら

え
て
、

そ
の
麓
の
峡
谷
を
蓬ほ
う
ら
い
け
い

莱
溪
と

名
付
け
ら
れ
た
。
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が
抵
抗
す
る
の
で
戦
い
を
避
け
て
長
い
道
の
り

で
あ
る
南
の
紀き

の
国く

に
く
ま
の

熊
野
に
廻
り
険
し
い
山
地

を
北
上
し
て
大
和
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

　
日
本
書
紀
に
は
、
ご
即
位
に
つ
い
て
も
詳
し

く
記
し
て
あ
り
ま
す
し
、
国
を
肇は

じ

め
ら
れ
た
経

緯
も
述
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
有
名
な
建
国

の
大
宣
言
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
　
兼
六
合
以
開
都

　
　
掩
八
絋
而
為
字

　
六り

く
ご
う合
を
兼か

ね
て
都み

や
こ

を
開ひ

ら

き
、
八は

っ
こ
う紘
を
掩お

お

い
て

家い
え

と
為せ

む
、
で
あ
り
ま
す
。

　
国
を
ひ
と
つ
に
し
て
都
を
開
き
、
世
界
中
の

人
々
が
一
つ
の
家
族
の
よ
う
な
国
を
つ
く
る
、
と

い
う
大
御
心
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
過
去
の
一
時
期
、
八
紘
為
字
と
い
う

言
葉
を
誤
り
解
し
て
、
侵
略
の
合
言
葉
の
よ
う

に
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

と
ん
で
も
な
い
誤
っ
た
解
釈
で
あ
り
ま
す
。

　
世
界
中
の
人
が
、
一
つ
の
家
族
の
よ
う
な
平

和
で
豊
か
な
国
を
つ
く
ろ
う
、
い
わ
ゆ
る
世せ

か
い界

一い
っ
か家
こ
そ
、
日
本
建
国
の
大お

お
み
こ
こ
ろ

精
神
で
あ
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

た
今
で
な
ら
花
火
の
よ
う
な
も
の
を
発
明
し
て
、

こ
れ
を
武
器
と
し
て
使
う
こ
と
を
皇
帝
に
進
言

し
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
高
宗
は
こ
れ
を
許
し
ま
せ
ん
。
そ

の
理
由
は

「
た
し
か
に
武
器
と
す
れ
ば
、
大
い
に
効
果
が
あ

が
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
時
を
経
ず
し
て
敵

方
は
こ
れ
に
勝
る
武
器
を
工
夫
し
て
使
う
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
武
器
と
し
て
使
う
こ
と
は

許
さ
な
い
」

と
、
い
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
今
か
ら
数
年
前
、
こ
の
会
の
事
務
局
長 

河
内

正
臣
先
生
が
、
こ
の
高
宗
と
全
く
同
じ
、
昭
和

天
皇
の
原
爆
研
究
を
中
止
さ
せ
た
事
績
を
発
掘

さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
大
東
亜
戦
争
も
日
増
し
に
敗
色
濃
く

な
っ
た
こ
ろ
、
あ
る
重
臣
が
昭
和
天
皇
に

「
陛
下
今
暫
く
ご
辛
抱
下
さ
い
。
近
く
マ
ッ
チ
箱

く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
敵
の
大
型
軍
艦
も
撃
沈

で
き
る
原
子
爆
弾
と
い
う
新
兵
器
を
研
究
中
で

ご
ざ
い
ま
す
」

と
、
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
天
皇
は

　
そ
し
て
、
こ
の
建
国
の
大
御
心
を
日
本
民
族

は
歴
代
天
皇
を
中
心
に
う
け
つ
ぎ
伝
て
来
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　
　
明
治
天
皇
の
御
製

　
　
四
方
の
海
み
な
は
ら
か
ら
と
思
う
世
に

　
　
な
ど
波
風
の
た
ち
さ
わ
ぐ
ら
む

と
あ
り
ま
す
し
、
昭
和
天
皇
の
昭
和
十
五
年
の

御
製
に

　
西
東
む
つ
か
わ
し
く
栄
ゆ
か
む

　
　
世
を
こ
そ
い
の
れ
年
の
は
じ
め
に

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
八
紘
為
字
の
日
本
の

伝
統
の
心
に
因
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
昭
和
天
皇
の
定
め
ら
れ
た
昭
和
の
元

号
の
典
據
は
論
語
の
尚
書
と
い
う
書
物
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
尚
書
の
中
に

　
　
百ひ

ゃ
く
し
ょ
う
し
ょ
う
め
い

姓
昭
明

　
　
万ば

ん
ほ
う
き
ょ
う
わ

邦
協
和

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
百
姓
昭
明
の
昭

と
、
万
邦
協
和
の
和
を
と
っ
て
昭
和
と
し
ま
し
た
。

　
百
姓
昭
明
万
邦
協
和
と
は
、
人
々
が
明
る
く

お
喜
び
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
き
び
し
い
口
調
で

「
そ
の
よ
う
な
爆
弾
を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
。

即
刻
そ
の
研
究
を
中
止
し
な
さ
い
」

と
、
き
つ
く
お
叱
り
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
戦
局
は
さ
ら
に
日
本
に
不
利
と
な

り
、
頽
勢
掩
う
べ
く
な
い
二
十
年
の
初
め
に
、
あ

る
重
臣
が
昭
和
天
皇
の
御
心
を
お
慰
め
す
る
つ

も
り
で
、
日
本
の
原
子
爆
弾
の
研
究
が
あ
と
、
ひ

と
い
き
で
完
成
で
き
る
ま
で
進
ん
だ
事
を
奏
上

し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
天
皇
は

「
ま
だ
、
そ
ん
な
事
を
続
け
て
い
た
の
か
、
前
に

も
注
意
し
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
研
究
は
す
ぐ
に

止
め
る
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
、
こ
の
と
き
も
、

前
に
も
ま
し
て
き
び
し
く
お
叱
り
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
昭
和
天
皇
の
平
和
を
希
求
さ
れ
、

も
う
半
世
紀
も
前
に
核
爆
弾
を
阻
止
さ
れ
た
尊

い
思
し
召
し
を
思
う
と
き
、
最
近
の
イ
ン
ド
、
パ

キ
ス
タ
ン
の
世
界
の
顰ひ

ん
し
ゅ
く蹙
の
中
で
相
次
ぐ
核
爆

発
の
実
験
に
対
し
て
、
心
か
ら
の
憎
し
み
を
覚

え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
世
界
で
初
め
て
原
爆
の
惨
禍
を
う

豊
か
で
世
界
中
の
国
々
が
平
和
で
助
け
合
う
と

い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
天
皇
は
こ
の
元
号
さ
な
が
ら
の
理
想
を

お
も
ち
に
な
り
深
く
平
和
を
愛
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
ご
生
涯
の
う
ち
一
時
期
不
幸
な
戦
争
を

経
験
さ
れ
ま
し
た
が
、
晩
年
は
万
邦
協
和
と
申

し
ま
す
か
、
平
和
な
静
か
な
世
界
の
中
で
、
お

か
く
れ
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
な
き
陛
下
も
さ
ぞ

ご
満
足
で
あ
ら
れ
る
こ
と
と
畏か

し
こ

み
て
お
偲
び
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
記
紀
に
見
る
日
本
の
心
、
い
い
か
え

ま
す
と
皇こ

う
け家

の
御み

こ
こ
ろ心

、
さ
ら
に
い
い
か
え
ま
す

と
日
本
人
の
平
和
の
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
昭
和
天
皇
の
限
り
な
い
平
和
を

希
求
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
今
か
ら
一
四
〇
〇
年
前
、
七
世
紀
の
初
め
こ

ろ
中
国
に
唐
と
い
う
国
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

唐
の
三
代
目
の
皇
帝
に
高
宗
と
い
う
方
が
い
ま

し
た
。

　
皇
后
は
有
名
な
則
天
武
后
で
あ
り
ま
す
。

　
あ
る
と
き
、
家
来
の
ひ
と
り
が
火
薬
を
つ
か
っ

け
た
こ
の
日
本
か
ら
、
昭
和
天
皇
の
御
心
を
体

し
て
、
核
廃
絶
と
世
界
平
和
を
世
界
に
呼
び
か

け
る
事
を
提
案
し
て
、
私
の
講
演
を
終
わ
り
ま
す
。

本
稿
は
“
広
島
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
を
迎
え

る
会
”
主
催
で
広
島
平
和
記
念
資
料
館
で
の

故
長
岡
前
会
長
の
講
演
の
要
旨
を
纏
め
た
も

の
で
す
。
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が
抵
抗
す
る
の
で
戦
い
を
避
け
て
長
い
道
の
り

で
あ
る
南
の
紀き

の
国く

に
く
ま
の

熊
野
に
廻
り
険
し
い
山
地

を
北
上
し
て
大
和
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

　
日
本
書
紀
に
は
、
ご
即
位
に
つ
い
て
も
詳
し

く
記
し
て
あ
り
ま
す
し
、
国
を
肇は

じ

め
ら
れ
た
経

緯
も
述
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
有
名
な
建
国

の
大
宣
言
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
　
兼
六
合
以
開
都

　
　
掩
八
絋
而
為
字

　
六り

く
ご
う合

を
兼か

ね
て
都み

や
こ

を
開ひ

ら

き
、
八は

っ
こ
う紘

を
掩お

お

い
て

家い
え

と
為せ

む
、
で
あ
り
ま
す
。

　
国
を
ひ
と
つ
に
し
て
都
を
開
き
、
世
界
中
の

人
々
が
一
つ
の
家
族
の
よ
う
な
国
を
つ
く
る
、
と

い
う
大
御
心
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
過
去
の
一
時
期
、
八
紘
為
字
と
い
う

言
葉
を
誤
り
解
し
て
、
侵
略
の
合
言
葉
の
よ
う

に
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は

と
ん
で
も
な
い
誤
っ
た
解
釈
で
あ
り
ま
す
。

　
世
界
中
の
人
が
、
一
つ
の
家
族
の
よ
う
な
平

和
で
豊
か
な
国
を
つ
く
ろ
う
、
い
わ
ゆ
る
世せ

か
い界

一い
っ
か家

こ
そ
、
日
本
建
国
の
大お

お
み
こ
こ
ろ

精
神
で
あ
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

た
今
で
な
ら
花
火
の
よ
う
な
も
の
を
発
明
し
て
、

こ
れ
を
武
器
と
し
て
使
う
こ
と
を
皇
帝
に
進
言

し
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
高
宗
は
こ
れ
を
許
し
ま
せ
ん
。
そ

の
理
由
は

「
た
し
か
に
武
器
と
す
れ
ば
、
大
い
に
効
果
が
あ

が
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
、
時
を
経
ず
し
て
敵

方
は
こ
れ
に
勝
る
武
器
を
工
夫
し
て
使
う
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
武
器
と
し
て
使
う
こ
と
は

許
さ
な
い
」

と
、
い
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　
今
か
ら
数
年
前
、
こ
の
会
の
事
務
局
長 

河
内

正
臣
先
生
が
、
こ
の
高
宗
と
全
く
同
じ
、
昭
和

天
皇
の
原
爆
研
究
を
中
止
さ
せ
た
事
績
を
発
掘

さ
れ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
大
東
亜
戦
争
も
日
増
し
に
敗
色
濃
く

な
っ
た
こ
ろ
、
あ
る
重
臣
が
昭
和
天
皇
に

「
陛
下
今
暫
く
ご
辛
抱
下
さ
い
。
近
く
マ
ッ
チ
箱

く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
敵
の
大
型
軍
艦
も
撃
沈

で
き
る
原
子
爆
弾
と
い
う
新
兵
器
を
研
究
中
で

ご
ざ
い
ま
す
」

と
、
申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
天
皇
は

　
そ
し
て
、
こ
の
建
国
の
大
御
心
を
日
本
民
族

は
歴
代
天
皇
を
中
心
に
う
け
つ
ぎ
伝
て
来
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　
　
明
治
天
皇
の
御
製

　
　
四
方
の
海
み
な
は
ら
か
ら
と
思
う
世
に

　
　
な
ど
波
風
の
た
ち
さ
わ
ぐ
ら
む

と
あ
り
ま
す
し
、
昭
和
天
皇
の
昭
和
十
五
年
の

御
製
に

　
西
東
む
つ
か
わ
し
く
栄
ゆ
か
む

　
　
世
を
こ
そ
い
の
れ
年
の
は
じ
め
に

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
八
紘
為
字
の
日
本
の

伝
統
の
心
に
因
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
昭
和
天
皇
の
定
め
ら
れ
た
昭
和
の
元

号
の
典
據
は
論
語
の
尚
書
と
い
う
書
物
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
尚
書
の
中
に

　
　
百ひ

ゃ
く
し
ょ
う
し
ょ
う
め
い

姓
昭
明

　
　
万ば

ん
ほ
う
き
ょ
う
わ

邦
協
和

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
百
姓
昭
明
の
昭

と
、
万
邦
協
和
の
和
を
と
っ
て
昭
和
と
し
ま
し
た
。

　
百
姓
昭
明
万
邦
協
和
と
は
、
人
々
が
明
る
く

お
喜
び
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
き
び
し
い
口
調
で

「
そ
の
よ
う
な
爆
弾
を
つ
く
っ
て
は
な
ら
な
い
。

即
刻
そ
の
研
究
を
中
止
し
な
さ
い
」

と
、
き
つ
く
お
叱
り
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
戦
局
は
さ
ら
に
日
本
に
不
利
と
な

り
、
頽
勢
掩
う
べ
く
な
い
二
十
年
の
初
め
に
、
あ

る
重
臣
が
昭
和
天
皇
の
御
心
を
お
慰
め
す
る
つ

も
り
で
、
日
本
の
原
子
爆
弾
の
研
究
が
あ
と
、
ひ

と
い
き
で
完
成
で
き
る
ま
で
進
ん
だ
事
を
奏
上

し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
天
皇
は

「
ま
だ
、
そ
ん
な
事
を
続
け
て
い
た
の
か
、
前
に

も
注
意
し
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
研
究
は
す
ぐ
に

止
め
る
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
、
こ
の
と
き
も
、

前
に
も
ま
し
て
き
び
し
く
お
叱
り
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
昭
和
天
皇
の
平
和
を
希
求
さ
れ
、

も
う
半
世
紀
も
前
に
核
爆
弾
を
阻
止
さ
れ
た
尊

い
思
し
召
し
を
思
う
と
き
、
最
近
の
イ
ン
ド
、
パ

キ
ス
タ
ン
の
世
界
の
顰ひ

ん
し
ゅ
く蹙
の
中
で
相
次
ぐ
核
爆

発
の
実
験
に
対
し
て
、
心
か
ら
の
憎
し
み
を
覚

え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
世
界
で
初
め
て
原
爆
の
惨
禍
を
う

豊
か
で
世
界
中
の
国
々
が
平
和
で
助
け
合
う
と

い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
天
皇
は
こ
の
元
号
さ
な
が
ら
の
理
想
を

お
も
ち
に
な
り
深
く
平
和
を
愛
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
ご
生
涯
の
う
ち
一
時
期
不
幸
な
戦
争
を

経
験
さ
れ
ま
し
た
が
、
晩
年
は
万
邦
協
和
と
申

し
ま
す
か
、
平
和
な
静
か
な
世
界
の
中
で
、
お

か
く
れ
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
な
き
陛
下
も
さ
ぞ

ご
満
足
で
あ
ら
れ
る
こ
と
と
畏か

し
こ

み
て
お
偲
び
申

し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
記
紀
に
見
る
日
本
の
心
、
い
い
か
え

ま
す
と
皇こ

う
け家

の
御み

こ
こ
ろ心

、
さ
ら
に
い
い
か
え
ま
す

と
日
本
人
の
平
和
の
こ
こ
ろ
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
し
た
が
、
昭
和
天
皇
の
限
り
な
い
平
和
を

希
求
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
今
か
ら
一
四
〇
〇
年
前
、
七
世
紀
の
初
め
こ

ろ
中
国
に
唐
と
い
う
国
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

唐
の
三
代
目
の
皇
帝
に
高
宗
と
い
う
方
が
い
ま

し
た
。

　
皇
后
は
有
名
な
則
天
武
后
で
あ
り
ま
す
。

　
あ
る
と
き
、
家
来
の
ひ
と
り
が
火
薬
を
つ
か
っ

け
た
こ
の
日
本
か
ら
、
昭
和
天
皇
の
御
心
を
体

し
て
、
核
廃
絶
と
世
界
平
和
を
世
界
に
呼
び
か

け
る
事
を
提
案
し
て
、
私
の
講
演
を
終
わ
り
ま
す
。

本
稿
は
“
広
島
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
を
迎
え

る
会
”
主
催
で
広
島
平
和
記
念
資
料
館
で
の

故
長
岡
前
会
長
の
講
演
の
要
旨
を
纏
め
た
も

の
で
す
。
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前
回
も
文
化
祭
の
こ
と
は
少
し
書
い
た
が
少
し
付
け
足

し
を
し
よ
う
。
文
化
祭
初
日
は
音
響
が
う
ま
く
い
か
ず
音

楽
に
な
ら
な
か
っ
た
。
見
苦
し
か
っ
た
け
ど
、
次
の
日
は

音
響
の
人
に
よ
く
し
て
も
ら
っ
て
最
高
の
仕
上
が
り
に

な
っ
た
。
歌
も
最
高
だ
っ
た
。
担
当
の
稲
井
圭
子
さ
ん
の

こ
と
を
少
し
書
か
せ
て
も
ら
お
う
。

　
２
年
半
前
に
キ
ー
ボ
ー
ド
を
始
め
て
３
か
月
く
ら
い

経
っ
た
頃
、
11
月
の
文
化
祭
で
「
幸
せ
な
ら
手
を
た
た
こ

う
」
「
紅
葉
」
「
故
郷
」
を
合
唱
す
る
と
い
う
。
キ
ー

ボ
ー
ド
を
練
習
す
る
い
い
機
会
に
な
る
か
ら
と
い
う
こ
と

で
私
が
伴
奏
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
稲

井
さ
ん
が
横
で
付
き
っ

き
り
で
教
え
て
く
れ
た
。

稲
井
さ
ん
は
３
歳
か
ら

13
歳
く
ら
い
ま
で
ピ
ア

ノ
を
習
っ
て
い
た
の
で

教
え
て
く
れ
る
こ
と
が

で
き
た
の
だ
。
自
分
で

弾
い
た
ほ
う
が
早
い
の
に
私
に
任
せ
て
く
れ
て
根
気
よ
く

教
え
て
く
れ
て
、
え
ら
か
っ
た
と
思
う
。
２
回
目
に
や
っ

た
時
に
も
し
っ
ち
ゃ
か
め
っ
ち
ゃ
か
に
な
る
私
を
稲
井
さ

ん
が
上
手
に
誘
導
し
て
く
れ
て
何
と
か
な
っ
た
。
こ
れ
か

ら
も
文
化
祭
が
あ
る
た
び
に
手
伝
っ
て
貰
お
う
と
思
う
。

「
稲
井
さ
ん
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
。

　
７
月
24
日
は
天
真
会
の
夏
越
だ
。
４
時
過
ぎ
に
デ
イ
か

ら
帰
っ
て
５
時
10
分
頃
に
家
を
出
て
南
高
井
病
院
へ
直
行

し
た
。
病
院
の
ロ
ビ
ー
で
娘
が
車
を
置
き
に
行
っ
て
い
る

間
５
分
ほ
ど
１
人
で
待
っ
た
。

　
車
椅
子
で
芳
雲
殿
へ
行
っ
た
ら
受
付
の
準
備
は
で
き

て
い
た
が
、
私
が
一
番
乗
り
だ
っ
た
。
暑
い
日
だ
っ
た

が
中
は
ク
ー
ラ
ー
が
効
い
て
い
て
、
も
の
す
ご
く
涼
し

く
快
適
だ
。
そ
の
う
ち
パ
ラ
パ
ラ
と
人
も
集
ま
っ
て
き

て
一
色
先
生
や
西
尾
先
生
、
会
長
や
専
務
も
揃
い
、
自

然
に
先
日
の
文
化
祭
の
話
に
な
っ
た
。
み
ん
な
聞
き
に

来
て
く
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
清
水
さ
ん
が
東
京
へ
二
胡

の
勉
強
に
行
っ
た
時
に
先
生
に
文
化
祭
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
観

て
も
ら
っ
た
そ
う
だ
が
恥
ず
か
し
い
限
り
だ
。
先
生
は

二
重
奏
の
難
し
さ
を
知
っ
て
い
て
よ
く
頑
張
っ
て
い
る

と
言
っ
て
く
れ
た
そ
う
だ
。

　
い
よ
い
よ
神
事
が
始
ま
っ
た
。
２
年
前
よ
り
は
自
分
の

身
体
が
悪
く
な
っ
て
い
る
気
が
し
た
。
今
日
は
立
っ
た
り

座
っ
た
り
す
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
。
玉
串
奉
奠
で
は
２

礼
２
拍
手
１
礼
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
に
２
礼
を
と
ば

し
て
拍
手
か
ら
し
て
し
ま
っ
て
後
か
ら
娘
に
笑
わ
れ
た
。

私
も
い
よ
い
よ
認
知
症
の
始
ま
り
だ
ろ
う
か
。
神
事
が
終

わ
っ
て
最
後
に
杖
を
つ
い
て
輪
を
３
遍
く
ぐ
っ
た
。
く
ぐ

る
時
に
は
「
病
気
が
治
る
よ
う
に
、
み
ん
な
が
元
気
に
な

る
よ
う
に
」
と
口
の
中
で
唱
え
な
が
ら
回
っ
た
。

　
終
わ
っ
て
外
に
出
る
と
夜
店
が
真
っ
盛
り
だ
っ
た
が
、

ま
ず
そ
う
め
ん
を
食
べ
に
食
堂
へ
向
か
う
。
ま
る
で
戦
時

中
の
米
を
買
う
行
列
く
ら
い
列
が
で
き
て
い
た
。
そ
の
中

に
は
病
院
長
も
い
た
。
並
ん
で
い
る
と
顔
見
知
り
の
職
員

さ
ん
に
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
が
車
椅
子
に
乗
っ
て
い
る

た
め
嬉
し
く
も
あ
り
恥
ず
か
し
く
も
あ
っ
た
。
そ
う
め
ん

は
１
０
０
０
人
分
作
っ
た
そ
う
だ
。
食
堂
は
満
員
で
テ
ー

ブ
ル
も
空
い
て
な
か
っ
た
た
め
に
先
生
は
ど
ん
ぶ
り
を

も
っ
て
立
ち
食
い
を
し
て
い
た
。
私
も
娘
と
食
べ
た
。
久

し
ぶ
り
に
食
べ
た
そ
う
め
ん
は
冷
た
く
て
美
味
し
か
っ
た
。

そ
の
後
あ
ち
こ
ち
を
見
て
回
っ
た
。
子
ど
も
の
遊
ぶ
コ
ー

ナ
ー
な
ど
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
を
し
て
い
る
と

思
っ
た
。

　
夜
店
を
開
い
て
い
る
の
は
職
員
さ
ん
た
ち
だ
が
ユ
ニ

ホ
ー
ム
姿
と
違
い
、
私
服
を
着
て
い
る
た
め
に
す
ぐ
に
は

誰
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
よ
く
見
る
と
見
知
っ
た
顔

ば
か
り
だ
。
み
ん
な
と
て
も
活
き
活
き
と
し
て
い
た
。

　
デ
イ
の
み
ん
な
の
と
こ
ろ
で
イ
カ
リ
ン
グ
と
焼
き
鳥
を

買
っ
て
、
事
務
の
み
ん
な
の
と
こ
ろ
で
は
ポ
プ
リ
の
花
を

飾
っ
て
い
る
置
物
を
買
っ
て
帰
っ
た
。
こ
れ
は
リ
ビ
ン
グ

で
私
の
椅
子
の
隣
に
飾
っ
て
い
る
。

　
そ
う
い
え
ば
本
田
次
長
が
「
う
ち
の
息
子
も
金
魚
す
く

い
を
手
伝
い
に
来
る
ん
よ
」
と
言
っ
て
い
た
の
を
思
い
出

し
て
金
魚
す
く
い
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
る
と
、
小
学
４

～
５
年
生
く
ら
い
の
男
の
子
が
手
伝
っ
て
い
た
。
こ
の
子

が
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
帰
途
に
着
い
た
。
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あ
く
る
日
、
デ
イ
に
行
っ
た
ら
あ
れ
ほ
ど
混
雑
し
て
い

た
も
の
が
き
れ
い
に
片
付
け
て
通
常
の
日
に
戻
っ
て
い
た
。

　
先
日
ふ
と
思
い
出
し
た
の
だ
が
、
故
長
岡
会
長
の
言
っ

て
い
た
こ
と
を
書
い
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
30
年
く
ら
い
前
に
な
ろ
う
か
、
例
の
ご
と
く
会
長
の
書

斎
で
話
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
が
「
君
さ
ん
よ
。

人
を
動
か
そ
う
と
思
っ
た
ら
礼
儀
作
法
が
な
っ
て
な
い
と

い
か
ん
」
今
で
も
病
院
の
中
を
歩
く
と
ど
の
職
員
さ
ん
で

も
会
っ
た
人
に
笑
顔
で
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は

会
長
の
教
え
が
今
で
も
生
き
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
も
う

ひ
と
つ
言
っ
て
い
た
の
は
「
人
が
自
分
に
つ
い
て
き
て
く

れ
る
時
は
相
手
を
『
～
く
ん
』
と
君
付
け
に
し
て
は
い
け

な
い
」
中
学
生
で
も
「
～
さ
ん
」
と
い
う
と
返
事
が
違
う
。

今
は
大
勢
の
人
が
「
～
く
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
ぜ
ひ
「
～
さ
ん
」
と
呼
ん
で
ほ
し
い
も
の
だ
。 稲井さん
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動
か
そ
う
と
思
っ
た
ら
礼
儀
作
法
が
な
っ
て
な
い
と

い
か
ん
」
今
で
も
病
院
の
中
を
歩
く
と
ど
の
職
員
さ
ん
で

も
会
っ
た
人
に
笑
顔
で
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は

会
長
の
教
え
が
今
で
も
生
き
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
も
う

ひ
と
つ
言
っ
て
い
た
の
は
「
人
が
自
分
に
つ
い
て
き
て
く

れ
る
時
は
相
手
を
『
～
く
ん
』
と
君
付
け
に
し
て
は
い
け

な
い
」
中
学
生
で
も
「
～
さ
ん
」
と
い
う
と
返
事
が
違
う
。

今
は
大
勢
の
人
が
「
～
く
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
ぜ
ひ
「
～
さ
ん
」
と
呼
ん
で
ほ
し
い
も
の
だ
。 稲井さん



日
本
で
は
、
む
か
し
か
ら
お
盆
と
お
彼

岸
に
ご
先
祖
の
供
養
を
篤
く
行
う

風
習
が
あ
り
ま
す
。

　
お
盆ぼ
ん

は
盂う
ら
ぼ
ん
え

蘭
盆
会
と
申
し
ま
し
て
、
も
と

餓が

き鬼
地
獄
に
お
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
亡
者

の
た
め
に
行
う
佛
事
が
、
の
ち
に
は
、
こ

の
日
に
先
祖
た
ち
の
霊み
た
ま

が
冥め
い
ふ府

か
ら
私
た

ち
家
族
の
も
と
に
訪
れ
て
く
る
も
の
と
し

て
先
祖
ま
つ
り
の
日
と
な
っ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
こ
れ
と
似
た
風
習
が
カ
ト
リ
ッ
ク
を
信

仰
す
る
人
々
の
間
に
も
あ
り
ま
す
。

　
十
一
月
二
日
を
万ば
ん
れ
い
せ
つ

霊
節
と
申
し
ま
し
て
、

こ
の
日
に
は
煉
獄
で
苦
し
む
霊
魂
が
自
由

の
身
と
な
り
、
故
郷
の
家
に
帰
る
も
の
と

し
て
、
日
本
の
お
盆
の
よ
う
に
ご
先
祖
の

霊
魂
を
わ
が
家
に
お
む
か
え
し
て
、
ご
馳

走
を
供
え
て
お
祀
り
を
し
ま
す
。

　
彼
岸
は
、
佛
典
に
よ
り
ま
す
と
、
生
き
て

い
る
こ
の
世
を
此し
が
ん岸
、
涅ね
は
ん槃
を
彼ひ
が
ん岸
、
煩ぼ
ん

悩の
う

を
中
間
の
海
や
川
に
た
と
え
、
波は
ら
み
つ

羅
密

を
到と
う
ひ
が
ん

彼
岸
と
し
て
い
ま
す
。

　
わ
か
り
易
く
申
し
ま
す
と
、
人
の
世
は

苦
悩
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　
生
き
る
こ
と
も
、
死
ぬ
こ
と
も
苦
し
み

で
あ
り
、
病
気
に
な
る
こ
と
も
、
年
老
い

て
ゆ
く
こ
と
も
、
怨
み
憎
し
み
の
あ
る
人

と
会
う
こ
と
も
苦
し
み
な
ら
ば
、
肉
親
や

愛
す
る
人
と
別
れ
る
こ
と
も
苦
し
み
で
す
。

求
め
て
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
苦
し
み
で
す
。

そ
れ
ら
の
悩
み
苦
し
み
を
煩
悩
と
申
し
ま

す
。

　
佛
さ
ま
の
「
み
お
し
え
」
の
、
戒い
ま
し

め
と
、

心
の
統
一
と
、
智ち

え惠
に
よ
り
、
煩
悩
の
海

を
渡
り
、
悟
り
の
境
地
に
入
る
こ
と
を
波

羅
密（
到
彼
岸
）と
申
し
ま
す
。

　
日
本
に
佛
教
が
伝
来
し
、
到
彼
岸
は
彼

岸
と
な
り
、
死
者
が
迷
わ
ず
西
方
浄
土
に

ゆ
く
た
め
の
供
養
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
う
ち
先
祖
ま
つ
り
の
慣
習
と

な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
日
本
人
は
佛
教
伝
来
よ
り
も
、
は
る
か

に
古
く
か
ら
祖
先
の
霊
に
対
し
て
深
い
畏

敬
の
念
を
も
っ
て
手
厚
く
お
祀
り
を
し
て

き
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、
伝
承
や
古
墳
が
証あ
か

し
て
く
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
先
祖
に
対
す
る
愛
慕
の
情
か
ら
ば
か
り

で
な
く
、
心
を
こ
め
て
供
養
す
れ
ば
、
霊

魂
は
か
な
ら
ず
冥
福
を
遂
げ
る
と
い
う
考

え
方
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
考
え
方
は
、
中
国
の
孔
子
も
、
父

母
が
こ
の
世
に
あ
る
あ
い
だ
孝
を
つ
く
す

だ
け
で
な
く
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
も
充
分

に
供
養
し
て
孝
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
教
え
て
い
ま
す
。

　
最
近
、
守
護
神
、
守
護
霊
を
い
う
こ
と
を
、

よ
く
聞
き
ま
す
し
、
こ
れ
に
関
す
る
刊
行

物
も
何
種
類
か
出
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
守
護
神
も
守
護
霊
も
祖
先
の
霊み
た
ま

で
あ
り

ま
す
。

　
人
が
生
れ
ま
す
と
、
す
ぐ
御
先
祖
の
中

か
ら
一
人
の
霊み
た
ま

が
選
ば
れ
て
、
そ
の
人
の

一
生
を
守
護
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
霊
を
、

守
護
霊
と
申
し
ま
す
。

　
体
は
頑
健
で
、
余
り
苦
労
も
せ
ず
、
さ

ほ
ど
頭
も
よ
く
な
い
人
が
万
事
好
運
に
恵

ま
れ
て
出
世
し
た
り
、
金
持
ち
に
な
っ
た

り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
は
偉
大
な
力

を
持
っ
た
守
護
霊
の
加
護
に
よ
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
善
良
で
世
の
た
め
、
人
の
た
め

に
能
く
つ
く
す
人
が
、
と
か
く
病
気
が
ち

で
、
お
気
の
毒
な
ほ
ど
に
不
幸
が
重
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
に
は
、
そ
れ

な
り
に
弱
い
ご
先
祖
の
霊
が
つ
い
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
方
は
、
信
仰
心
を
も
っ
て

自
分
自
身
の
徳
を
積
み
、
同
時
に
ご
先
祖

祀
り
を
篤
く
し
ま
す
と
、
守
護
霊
の
霊
格

が
だ
ん
だ
ん
と
高
ま
っ
て
行
き
ま
す
。
す

る
と
不
思
議
に
運
が
開
け
て
き
ま
す
。

　
天
真
会
で
行
い
ま
す
「
鎮
魂
帰
神
の
修

御
法
」
は
、一
切
の
罪つ
み
け
が
れ穢
を
祓は
ら

い
清
め
、
一

切
の
煩
悩
を
断
ち
切
り
、
清
浄
心
に
な
り
、

純
一
無
垢
な
境
地
で
神
に
帰
一
す
る
た
め

で
す
。

　
そ
の
至
純
至
高
な
境
地
に
至
り
ま
す
と
、

霊
格
は
神
佛
と
全
く
同
格
に
昻た
か

ま
り
ま
す
。

　
そ
う
な
り
ま
す
と
、
守
護
霊
の
力
の
有

無
に
関
係
な
く
日
頃
の
願
望
が
適
え
ら
れ

ま
す
。

　
そ
れ
は
、
真
心
が
神
に
通
じ
ま
す
の
で
、

神
は
守
護
霊
を
通
じ
て
、
そ
の
人
に
冥
護

を
垂
れ
給
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
ご
先
祖
さ
ま
の
た
め
許
り
で
な
く
、
自

分
の
人
生
を
よ
り
幸
せ
に
す
る
た
め
に
も
、

日
々
ご
先
祖
の
お
祀
り
を
お
ろ
そ
か
に
せ

ぬ
よ
う
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
。

　
天て

ん
し
ん
か
い

真
会
は
、
日に

ほ
ん
こ
ゆ
う

本
固
有
の
道み

ち

で
あ
る
神し

ん
と
う道

を
、
私わ

た
し

た
ち
の

日く

ら

し

常
生
活
の
中な

か

で
、
実じ

っ
せ
ん践

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
そ
の
「
み
お
し
え
」
は
、
万ば

ん
ぶ
つ物

へ
の
深ふ

か

い
感か

ん
し
ゃ謝

と
愛あ

い

に
徹て

っ

し
、

人に
ん
げ
ん
ほ
ん
ら
い

間
本
来
の
知ち

え恵
を
重お

も

ん
じ
な
が
ら
、
自し

ぜ
ん然

の
真し

ん
じ
つ実

に
帰か

え

り
、
あ
る

が
ま
ま
の
心こ

こ
ろ

と
な
っ
て
、
生せ

い
め
い命

の
根こ

ん
げ
ん源

で
あ
る
神か

み

の
思お

ぼ

し
召め

し
に
、

由よ

り
順し

た
が

う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
み
そ
ぎ

4

4

4

と
い
の
り

4

4

4

の
力ち

か
ら

で
、
人じ

ん
せ
い生

に
不ふ

こ
う幸

を
も
た
ら
す

「
気け

が枯
れ
」
を
は
ら
ひ
、
か
む
な
が
ら
の
心こ

こ
ろ

と
な
れ
ば
、

　
　
病や

め
る
人ひ

と

は
癒い

え

　
　
貧ま

ず

し
い
人ひ

と

は
豊ゆ

た

か
に

　
　
争あ

ら
そ

い
や
瞋い

か

り
は
和な

ご

み

　
も
う
、
そ
こ
に
は
苦く

る

し
み
も
悩な

や

み
も
な
い
、
ほ
が
ら
か
な
仕し

あ
わ合

せ

に
満み

ち
た
天て

ん
し
ん真

の
世せ

か
い界

が
ひ
ら
け
て
い
ま
す
。

天
真
会
の
み
お
し
え

清靜恬淡

東洋最高道徳学会　前会長　故 長岡 悟

＝
か
む
な
が
ら
の
み
ち
＝

第六回

　道
徳
が
裏
へ
、
争

が
相
つ
ぐ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
世
の
中
に
い
ろ

い
ろ
な
誘
惑
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　五
色
は
人
の
目
を
眩
し
、
五
味
は

人
の
口
を
ま
ち
が
わ
し
め
ま
す
。

　得
難
き
宝
は
、
人
の
行
い
を
悪
く

し
ま
す
。

　人
間
に
知
恵
が
つ
き
、
生
活
に
技

巧
を
・
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
利
欲

の
心
が
生
れ
て
き
ま
し
た
。

　そ
れ
で
老
子
は
、「
大
道
廃
れ
て
仁

義
あ
り
、智
慧
出
で
て
大
偽
あ
り
」「
民

の
治
め
難
き
は
、其
の
智
多
き
を
以
っ

て
な
り
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　要
す
る
に
人
間
が
罪
悪
を
犯
す
の
は
、

利
欲
の
心
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　太
古
、
淳
朴
な
時
代
に
は
人
間
が
、
名

利
の
何
も
の
で
あ
る
か
も
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　無
我
無
心
で
あ
り
、
清
靜
恬
淡
で
あ
り

ま
し
た
。

　あ
た
か
も
、
そ
の
心
は
嬰み
ど
り
ご孩
の
状
態
で

あ
っ
た
で
す
。

　そ
の
状
態
を
天
真
の
境
地
と
い
い
ま
す
。

そ
の
境
地
に
至
る
の
を
、「
撲も
と

に
帰か
え

る
」
と

申
し
ま
す
。

　自
然
復
帰
で
あ
り
ま
す
。
言
い
換
え
ま

す
と
、
宇
宙
の
絶
対
な
る
本
体
に
合
一
す

る
こ
と
で
す
。

　そ
の
絶
対
な
る
本
体
と
は
、
天ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
ノ

御
中
主

神カ
ミ

で
あ
り
ま
す
。

　つ
ま
り
、
神
人
合
一
（
か
む
な
が
ら
の

み
ち
）
の
天
真
の
境
地
に
至
る
に
は
清
靜

恬
淡
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
清
靜
恬

淡
と
は
「
名
利
の
念
を
断
ち
、
こ
ざ
か
し

い
智
恵
を
棄
て
、素
直
な
心
」
を
申
し
ま
す
。
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岸
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。
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た
ま

で
あ
り

ま
す
。

　
人
が
生
れ
ま
す
と
、
す
ぐ
御
先
祖
の
中

か
ら
一
人
の
霊み
た
ま

が
選
ば
れ
て
、
そ
の
人
の

一
生
を
守
護
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
霊
を
、

守
護
霊
と
申
し
ま
す
。

　
体
は
頑
健
で
、
余
り
苦
労
も
せ
ず
、
さ

ほ
ど
頭
も
よ
く
な
い
人
が
万
事
好
運
に
恵

ま
れ
て
出
世
し
た
り
、
金
持
ち
に
な
っ
た

り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
は
偉
大
な
力

を
持
っ
た
守
護
霊
の
加
護
に
よ
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
善
良
で
世
の
た
め
、
人
の
た
め

に
能
く
つ
く
す
人
が
、
と
か
く
病
気
が
ち

で
、
お
気
の
毒
な
ほ
ど
に
不
幸
が
重
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
に
は
、
そ
れ

な
り
に
弱
い
ご
先
祖
の
霊
が
つ
い
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
方
は
、
信
仰
心
を
も
っ
て

自
分
自
身
の
徳
を
積
み
、
同
時
に
ご
先
祖

祀
り
を
篤
く
し
ま
す
と
、
守
護
霊
の
霊
格

が
だ
ん
だ
ん
と
高
ま
っ
て
行
き
ま
す
。
す

る
と
不
思
議
に
運
が
開
け
て
き
ま
す
。

　
天
真
会
で
行
い
ま
す
「
鎮
魂
帰
神
の
修

御
法
」
は
、一
切
の
罪つ
み
け
が
れ穢
を
祓は
ら

い
清
め
、
一

切
の
煩
悩
を
断
ち
切
り
、
清
浄
心
に
な
り
、

純
一
無
垢
な
境
地
で
神
に
帰
一
す
る
た
め

で
す
。

　
そ
の
至
純
至
高
な
境
地
に
至
り
ま
す
と
、

霊
格
は
神
佛
と
全
く
同
格
に
昻た
か

ま
り
ま
す
。

　
そ
う
な
り
ま
す
と
、
守
護
霊
の
力
の
有

無
に
関
係
な
く
日
頃
の
願
望
が
適
え
ら
れ

ま
す
。

　
そ
れ
は
、
真
心
が
神
に
通
じ
ま
す
の
で
、

神
は
守
護
霊
を
通
じ
て
、
そ
の
人
に
冥
護

を
垂
れ
給
う
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
ご
先
祖
さ
ま
の
た
め
許
り
で
な
く
、
自

分
の
人
生
を
よ
り
幸
せ
に
す
る
た
め
に
も
、

日
々
ご
先
祖
の
お
祀
り
を
お
ろ
そ
か
に
せ

ぬ
よ
う
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
。

　
天て

ん
し
ん
か
い

真
会
は
、
日に

ほ
ん
こ
ゆ
う

本
固
有
の
道み

ち

で
あ
る
神し

ん
と
う道

を
、
私わ

た
し

た
ち
の

日く

ら

し

常
生
活
の
中な

か

で
、
実じ

っ
せ
ん践

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
そ
の
「
み
お
し
え
」
は
、
万ば

ん
ぶ
つ物

へ
の
深ふ

か

い
感か

ん
し
ゃ謝

と
愛あ

い

に
徹て

っ

し
、

人に
ん
げ
ん
ほ
ん
ら
い

間
本
来
の
知ち

え恵
を
重お

も

ん
じ
な
が
ら
、
自し

ぜ
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の
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ん
じ
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に
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え

り
、
あ
る

が
ま
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の
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こ
ろ

と
な
っ
て
、
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い
め
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の
根こ

ん
げ
ん源
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あ
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み
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ぼ

し
召め

し
に
、

由よ

り
順し

た
が

う
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い
う
も
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
み
そ
ぎ

4

4

4

と
い
の
り

4

4

4

の
力ち

か
ら

で
、
人じ

ん
せ
い生

に
不ふ

こ
う幸

を
も
た
ら
す

「
気け

が枯
れ
」
を
は
ら
ひ
、
か
む
な
が
ら
の
心こ

こ
ろ

と
な
れ
ば
、

　
　
病や

め
る
人ひ

と

は
癒い

え

　
　
貧ま

ず

し
い
人ひ

と

は
豊ゆ

た

か
に

　
　
争あ

ら
そ

い
や
瞋い

か

り
は
和な

ご

み

　
も
う
、
そ
こ
に
は
苦く

る

し
み
も
悩な

や

み
も
な
い
、
ほ
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ら
か
な
仕し

あ
わ合

せ

に
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ち
た
天て

ん
し
ん真

の
世せ

か
い界

が
ひ
ら
け
て
い
ま
す
。

天
真
会
の
み
お
し
え

清靜恬淡

東洋最高道徳学会　前会長　故 長岡 悟

＝
か
む
な
が
ら
の
み
ち
＝

第六回

　道
徳
が
裏
へ
、
争

が
相
つ
ぐ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
世
の
中
に
い
ろ

い
ろ
な
誘
惑
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　五
色
は
人
の
目
を
眩
し
、
五
味
は

人
の
口
を
ま
ち
が
わ
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ま
す
。

　得
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き
宝
は
、
人
の
行
い
を
悪
く

し
ま
す
。
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間
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恵
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き
、
生
活
に
技

巧
を
・
す
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う
に
な
っ
て
、
利
欲

の
心
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生
れ
て
き
ま
し
た
。

　そ
れ
で
老
子
は
、「
大
道
廃
れ
て
仁

義
あ
り
、智
慧
出
で
て
大
偽
あ
り
」「
民

の
治
め
難
き
は
、其
の
智
多
き
を
以
っ

て
な
り
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　要
す
る
に
人
間
が
罪
悪
を
犯
す
の
は
、

利
欲
の
心
が
あ
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す
。

　太
古
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代
に
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が
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名

利
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も
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。
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。
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。
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。
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。
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ナ
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シ
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。
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。

天 真 0607    　天 真
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室
一
家
の
ご
安
寧
と
参
列
者
一
同
の
ご
多

幸
ご
健
勝
を
祈
願
し
て
型
代
を
焼
払
う

「
忌
火
の
祓
い
」
や
、
神
職
に
よ
る
「
輪

く
ぐ
り
の
秘
儀
」、
長
岡
節
子
天
真
会
会

長
・
他
参
列
者
一
同
に
よ
る
玉
串
奉
奠
へ

と
神
事
は
滞
り
な
く
進
み
ま
し
た
。
祝
電

披
露
の
後
、
散
会
と
な
り
ま
し
た
。
暑
い

中
ご
出
席
賜
り
ま
し
た
皆
様
本
当
に
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
神
事
と
並
行
し
て
、
南
高
井
病
院

敷
地
内
で
は
恒
例
の
夏
越
祭
り
が
催
さ
れ

ま
し
た
。
地
域
の
皆
様
や
、
患
者
様
・
家

族
様
な
ど
約
１
４
０
０
名
の
来
場
を
頂
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
定
番
の
や
き
そ
ば
、

カ
キ
氷
や
趣
向
の
凝
ら
し
た
出
店
、
子
供

さ
ん
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
キ
ッ
ズ
ワ
ー

ル
ド
、
多
目
的
ホ
ー
ル
で
の
ス
ト
リ
ー
ト

ダ
ン
ス
な
ど
、
皆
さ
ん
ど
れ
も
大
満
足
し

て
頂
け
た
様
子
で
し
た
。

　　
７
月
24
日（
金
）、
東
洋
最
高
道
徳
学
会

４
大
行
事
の
一
つ
で
あ
る
「
夏
越
の
大
祓

い
」
が
南
高
井
病
院
内
本
庁
芳
雲
殿
に
て
、

約
70
名
の
出
席
者
の
も
と
盛
大
か
つ
厳
粛

に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
夏
越
の
大
祓
い
と
は
、
一
般
に
は
「
輪

越
し
」
と
も
呼
ば
れ
、
茅
で
作
っ
た
大
き

な
輪
を
く
ぐ
っ
て
、
こ
の
半
年
間
の
罪
穢

れ
を
祓
い
去
り
、
以
降
半
年
間
の
無
病
息

災
を
祈
願
す
る
神
事
で
す
。
季
節
の
変
わ

り
目
に
心
身
の
健
康
を
お
祈
り
す
る
こ
の

神
事
は
、
い
に
し
え
よ
り
受
け
継
が
れ
た

大
切
な
神
道
儀
礼
の
1
つ
で
す
。

　
午
後
６
時
、
天
地
鎮
め
の
太
鼓
の
音
が

響
き
渡
り
神
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
皇

　
今
年
も
東
洋
最
高
道
徳
学
会
４
大
行
事

の
一
つ
で
あ
る
「
秋
季
大
祭
」
を
左
記
の

通
り
執
り
行
い
ま
す
。

　
こ
の
日（
10
月
20
日
）は
、
故
長
岡
悟
前

天
真
会
会
長
の
誕
生
日
に
あ
た
り
、
東
洋

最
高
道
徳
学
会
で
は
、
宗
教
法
人
の
記
念

日
と
し
て
祭
事
を
行
い
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
日
ご
案
内

状
を
お
送
り
致
し
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ

る
方
は
、
南
高
井
病
院
総
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致

し
ま
す
。

日
　
　
時
：
平
成
27
年
10
月
20
日
（
火
）

　
　
　
　
　
午
前
11
時
～

場
　
　
所
：
愛
媛
県
上
浮
穴
郡

　
　
　
　
　
久
万
高
原
町
大
成 

大
成
神
宮

お
問
合
せ
：
0
8
9

－

9
7
6

－

7
7
7
7

　
　
　
　
　（
南
高
井
病
院 

総
務
課
）

夏
越
の
大
祓
い

秋
季
大
祭
の
お
知
ら
せ

第
八
歩

「
ふ
る
さ
と
イ
チ
バ
ン
⑧

 

　
　
　
　
　
～
面
河
渓
周
辺
～
」

　

夏
本
番
・
海
や
山
に
涼
を
求
め
て
家
族
や
友
達
と
出
か
け
る
季
節
で
す
。

今
回
は
日
帰
り
で
自
然
が
楽
し
め
る
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

森
林
浴
や
清
流
の
川
遊
び
そ
し
て
Ｂ
Ｂ
Ｑ
で
楽
し
い
思
い
出
の
一
日
を
。

松山から車で約2時間半のんびりとドライブして石鎚山登山口の土小屋に到着です。
途中ふるさと村で清流で育った鮎や山女魚の塩焼き懐かしい田楽や焼きトウモロコシを食べ
てみては。

石鎚神社

土小屋・白石ロッジ

石鎚スカイラインゲート手前を少し行くと、面河山岳博物館があり、石鎚山系の動物や昆虫
類貴重な高山植物等が展示されており、子供たちの夏休みの自由研究に役立っています。
そこから車で約5分位で面河渓泉亭に到着。名勝渓泉亭には渓谷を流れる清流と自然の岩肌
が迎えてくれます。原生林の中で川遊びを楽しんでみては。

国道33号御三戸にあるキャンプ場は、松山から車で約1時間の所にあり、BBQや川遊びが
でき、近くには、上黒岩岩陰遺跡があり、およそ一万年前の縄文時代早期の物で世界最古と
言われている土器等が展示されています。一日ゆっくり楽しめるおすすめスポットです。

石鎚スカイライン（土小屋）

面河渓（渓泉亭・面河山岳博物館）

美川キャンプ（軍艦岩・上黒岩岩陰遺跡）

スカイライン終点

美川・軍艦岩 上黒岩岩陰遺跡

遺跡内部

山岳博物館

展示物 面河渓泉亭・五色河原
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歩

「
ふ
る
さ
と
イ
チ
バ
ン
⑧

 

　
　
　
　
　
～
面
河
渓
周
辺
～
」

　

夏
本
番
・
海
や
山
に
涼
を
求
め
て
家
族
や
友
達
と
出
か
け
る
季
節
で
す
。

今
回
は
日
帰
り
で
自
然
が
楽
し
め
る
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

森
林
浴
や
清
流
の
川
遊
び
そ
し
て
Ｂ
Ｂ
Ｑ
で
楽
し
い
思
い
出
の
一
日
を
。

松山から車で約2時間半のんびりとドライブして石鎚山登山口の土小屋に到着です。
途中ふるさと村で清流で育った鮎や山女魚の塩焼き懐かしい田楽や焼きトウモロコシを食べ
てみては。

石鎚神社

土小屋・白石ロッジ

石鎚スカイラインゲート手前を少し行くと、面河山岳博物館があり、石鎚山系の動物や昆虫
類貴重な高山植物等が展示されており、子供たちの夏休みの自由研究に役立っています。
そこから車で約5分位で面河渓泉亭に到着。名勝渓泉亭には渓谷を流れる清流と自然の岩肌
が迎えてくれます。原生林の中で川遊びを楽しんでみては。

国道33号御三戸にあるキャンプ場は、松山から車で約1時間の所にあり、BBQや川遊びが
でき、近くには、上黒岩岩陰遺跡があり、およそ一万年前の縄文時代早期の物で世界最古と
言われている土器等が展示されています。一日ゆっくり楽しめるおすすめスポットです。

石鎚スカイライン（土小屋）

面河渓（渓泉亭・面河山岳博物館）

美川キャンプ（軍艦岩・上黒岩岩陰遺跡）

スカイライン終点

美川・軍艦岩 上黒岩岩陰遺跡

遺跡内部

山岳博物館

展示物 面河渓泉亭・五色河原
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