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２月号・Februaro

か
む
な
が
ら
神か

み

の
み
こ
と
を
畏

か
し
こ

み
て

進す
す

み
て
ゆ
か
む
宣せ

ん
で
ん伝

の
た
び

五
代
教
主
作
「
備
前
水
指
」

信
仰
の
絆
を
よ
り
強
固
な
も
の
に	

関
東
教
区
特
派
宣
伝
使
　
椎し

い

野の

恭
き
ょ
う

三ぞ
う

特
派
活
動
に
日
ご
ろ
か
ら
ご
協
力
い
た
だ
き
、
あ
り
が
た
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
現
在
、
特
派
活
動
は
分
所
・

支
部
の
巡
回
か
ら
、
序
々
に
個
人
宅
の
訪
問
に
移
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
色
々
な
方
々
に
お
会
い
で

き
る
喜
び
と
、
ご
縁
が
結
ば
れ
て
い
く
あ
り
が
た
さ
に
、
感
謝
で
あ
り
ま
す
。

先
日
も
信
徒
の
方
々
と
ご
い
っ
し
ょ
に
九
十
五
歳
の
女
性
の
方
の
お
見
舞
い
に
、
あ
る
ケ
ア
ハ
ウ
ス
を
訪
問
い

た
し
ま
し
た
。
そ
の
方
は
読
書
好
き
で
、
明
る
く
知
的
で
お
元
気
で
あ
り
ま
し
た
。
会
話
も
ス
ム
ー
ズ
で
、
政
治

の
話
題
に
な
る
と
「
ち
ょ
っ
と
国
会
議
員
が
だ
ら
し
な
い
か
ら
、
叱
り
つ
け
に
行
こ
う
か
し
ら
」
と
、
ジ
ョ
ー
ク

も
お
っ
し
ゃ
る
明
朗
な
方
。
信
徒
の
皆
さ
ん
は
「
お
見
舞
い
に
行
っ
た
私
た
ち
が
逆
に
（
九
十
五
歳
の
方
か
ら
）

元
気
を
い
た
だ
い
た
わ
ね
」
と
明
る
く
感
想
を
述
べ
て
お
ら
れ
、「
ま
た
来
ま
す
よ
」
と
声
を
か
け
て
お
別
れ
す

る
次
第
。

ま
た
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
急
に
「
月
次
祭
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
祭
典
を
実
施
し
、
月

次
祭
の
意
義
や
信
仰
の
喜
び
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
折
も
分
所
の
方
々
が
同
行
さ
れ
、

伺
っ
た
人
た
ち
も
、
迎
え
て
下
さ
っ
た
方
々
も
笑
顔
で
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
信
徒
の
方
の
親
戚
や
家
族
の
方
が
集
ま
り
「
食
事
を
し
な
が
ら
の
窮
屈
で
な
い
程
度
で
、
大
本
の

話
を
」
と
要
望
さ
れ
、
和
や
か
に
懇
談
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
み
手
代
お
取
次
の
実
施
な
ど
、
信
徒
宅
の
訪
問

は
伺
う
側
も
迎
え
る
側
も
、
ご
神
徳
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
ま
す
。

信
徒
間
に
お
い
て
、
横
の
つ
な
が
り
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
巡
回
活
動
の
大
切
さ
を
実
感
し
た
出
来
事
で

し
た
。
東
に
困
っ
た
人
が
い
た
ら
相
談
に
駆
け
つ
け
、
西
に
病
の
人
が
い
た
ら
お
取
次
ぎ
に
駆
け
つ
け
る
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
、
思
い
や
り
を
形
に
表
す
行
動
力
が
大
切
と
実
感
い
た
し
ま
す
。
当
然
、
特
派
の
巡
回
だ
け
で
は
全
て

を
補
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
普
段
の
お
付
き
合
い
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
特
任
宣
伝
使
や
、
分
所
長
、

支
部
長
の
お
役
も
大
切
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
れ
以
上
に
信
徒
の
一
人
ひ
と
り
が
仲
良
く
明
る
く
協
力
し
合
う
こ

と
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
、
お
互
い
に
信
仰
の
友
垣
の
絆
を
よ
り
一
層
強
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
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し
ゃ
る
の
で
す
。

大
変
驚
く
べ
き
数
字
で
す
が
、
こ
の
中
の
お
一
人

で
も
欠
け
た
ら
、
例
え
ば
私
上
田
家
の
直
系
の
ご
先

祖
さ
ま
の
誰
か
一
人
で
も
い
な
か
っ
た
ら
、
私
は
現

界
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち

自
身
を
世
に
生
み
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
恩
人
の
方

ば
か
り
を
、
お
ま
つ
り
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
本
信
徒
で
ご
家
庭
に
祖
霊
さ
ま
を
お
ま
つ
り
す

る
と
、
朝
夕
祖
霊
さ
ま
に
『
祖そ

霊れ
い
は
い拝

詞し

』
を
奏
上
し

ま
す
。
こ
の
祝
詞
の
冒
頭
に
「
遠と

ほ

津つ

御み

祖
お
や
の
か
み神

代よ

よ々

之の

祖お
や
た
ち等

親う

か

ら族
家や

か

ら族
之の

神み

た

ま霊
」
と
唱
え
ま
す
が
、「
遠

津
御
祖
神
」
と
は
、
国
祖
国
常
立
尊
ご
神
政
の
時
代

に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
私
た
ち
の
ご
先
祖
さ
ま
に
あ
た

り
ま
す
。
次
に
「
代
々
之
祖
等
」
と
は
、
遠
津
御
祖

神
以
降
の
直
系
の
代
々
の
ご
先
祖
さ
ま
の
こ
と
、
そ

し
て
「
親
族
家
族
之
神
霊
」
は
、
そ
れ
以
降
の
直
系

以
外
の
神
霊
た
ち
と
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
神
代
の
昔
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
数

多
く
の
ご
先
祖
・
祖
霊
さ
ま
に
対
し
て
、
私
た
ち
は

お
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

万
霊
の
救
済

続
い
て
、
万
霊
社
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

万
霊
社
の
新
設
に
あ
た
り
、
五
代
教
主
は
こ
う
ご

教
示
に
な
り
ま
し
た
。

『
綾
部
で
は
、
み
ろ
く
殿
の
改
修
工
事
が
は
じ
ま

り
、
大
神
さ
ま
を
中
心
に
両
側
に
祖
霊
さ
ま
と
万
霊

が
お
ま
つ
り
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
日
の
よ

う
に
世
が
乱
れ
、
大
三
災
、
小
三
災
が
頻
発
す
る
世

の
中
で
苦
し
ん
で
い
る
み
た
ま
が
救
わ
れ
る
こ
と

は
、
大
変
大
事
な
こ
と
で
す
。

昭
和
二
十
五
年
一
月
十
九
日
、
斎さ

い
の
う
し
ゃ

納
社
に
万
霊
が

鎮
斎
さ
れ
た
お
り
、
出
口
す
み
こ
二
代
教
主
が
次
の

本
で
あ
る
『
復
祭
』
で
す
」

神
さ
ま
の
も
と
で
、
お
ま
つ
り
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
、
大
本
に
お
け
る
み
た
ま
ま
つ
り
の
大
き

な
基
本
な
の
で
す
。

今
か
ら
百
十
九
年
前
、
国
祖
の
大
神
さ
ま
が
、
出

口
な
お
開
祖
に
神
懸
か
ら
れ
、
大
本
が
出
現
し
ま
し

た
が
、
そ
の
こ
と
を
〝
国
祖
の
ご
再
現
〟
と
も
申
し

て
い
ま
す
。

ご
再
現
で
す
か
ら
、
太
古
の
昔
、
国
祖
の
大
神
さ
ま

が
こ
の
世
を
治
め
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
か

ら
、
み
た
ま
ま
つ
り
は
大
神
さ
ま
の
も
と
で
執
行
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。
日
本
は
、古
来
か
ら
神
道
に
よ
っ

て
み
た
ま
ま
つ
り
を
行
っ
て
き
た
国
柄
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
仏
教
を
は
じ
め
い
ろ
ん
な
宗
教
が

海
外
か
ら
入
っ
て
き
て
、
み
た
ま
ま
つ
り
の
形
が
変

わ
っ
て
し
ま
い
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

大
本
は
、
ま
だ
開
教
百
二
十
年
に
満
た
な
い
新
し

い
教
団
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
み
た
ま
ま
つ
り
の
あ

り
方
は
、
古
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

大
神
さ
ま
の
絶
大
な
る
ご
守
護
の
も
と
み
た
ま
の
救

済
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
復
祭
と
は
、
祖

霊
祭
祀
を
日
本
の
本
来
の
あ
り
方
に
ま
つ
り
か
え
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
大
本
の
全
く
新
し

い
方
式
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

私
た
ち
の
祖
霊
さ
ま
の
数

で
は
、
私
た
ち
が
ま
つ
ら
せ
て
い
た
だ
く
べ
き
祖

霊
さ
ま
、
す
な
わ
ち
直
系
の
ご
先
祖
さ
ま
は
、
い
っ
た

い
ど
れ
く
ら
い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

一
代
で
二
人
、
二
代
で
四
人
と
順
に
数
え
て
い
き

ま
す
と
、
十
代
さ
か
の
ぼ
る
と
千
二
十
四
人
、
二
十

代
に
な
る
と
十
万
八
千
五
百
七
十
六
人
。
三
十
代
に

な
っ
た
ら
十
億
人
を
超
え
る
祖
霊
さ
ま
が
い
ら
っ

復
祭
…
日
本
古
来
の
み
た
ま
ま
つ
り

京
都
府
綾
部
市
の
大
本
本
部
・
梅

ば
い
し
ょ
う
え
ん

松
苑
は
、〝
祭

り
の
地
場
〟
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
神
苑
の
上
段
に

は
、
長

ち
ょ
う
せ
い
で
ん

生
殿
と
い
っ
て
、
本ほ

ん
ぐ
う
や
ま

宮
山
を
ご
神
体
と
し
て

天
の
ご
三
体
の
神
さ
ま
を
お
ま
つ
り
す
る
神
殿
が
あ

り
ま
す
。
教
主
公
館
の
緑

ろ
く
じ
ゅ
の
や
か
た

寿
館
を
は
さ
ん
で
、
そ
の

下
段
に
、
み
ろ
く
殿
と
い
う
建
物
が
あ
り
、
苑
内
で

は
日
々
神
祭
と
霊
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

み
ろ
く
殿
は
、
昭
和
二
十
八
年
に
完
成
し
、
そ
れ

よ
り
平
成
四
年
（
開
教
百
年
）
に
長
生
殿
が
完
成
す

る
ま
で
、
す
べ
て
の
祭
典
が
こ
の
み
ろ
く
殿
で
執
行

さ
れ
、
長
生
殿
完
成
後
は
、
祖
霊
社
と
し
て
、
そ
の

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

大
本
で
は
第
二
次
大
本
事
件
で
弾
圧
さ
れ
た
後
、

日
本
で
も
敗
戦
直
後
の
本
当
に
物
資
の
な
い
時
代

に
、
先
人
の
方
々
が
、
こ
れ
だ
け
の
建
物
を
ご
造
営

さ
れ
た
、
本
当
に
尊
い
こ
と
で
し
た
。

こ
の
み
ろ
く
殿
に
、
万ば

ん
れ
い
し
ゃ

霊
社
を
新
設
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
、
こ
れ
が
現
在
教
団
で
行
っ
て
い
る
開
教

百
二
十
年
事
業
の
梅
松
苑
に
お
け
る
メ
イ
ン
事
業
と

な
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
み
た
ま
ま
つ
り
を
充
実

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

を
、
出
口
紅
五
代
教
主
は
強
く
胸
に
抱
い
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

で
は
大
本
の
み
た
ま
ま
つ
り
と
は
、
い
っ
た
い
ど

う
い
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

神
さ
ま
を
お
祀
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
だ
け
で
な

く
、
私
た
ち
の
ご
先
祖
さ
ま
、
そ
れ
か
ら
霊
界
の
み
た

ま
を
あ
つ
く
お
ま
つ
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ

と
が
、
大
本
の
み
た
ま
ま
つ
り
の
大
き
な
特
徴
で
す
。

大
本
の
み
た
ま
ま
つ
り
は
、
私
た
ち
の
先
祖
で
あ

る
祖
霊
さ
ま
と
、
直
接
の
先
祖
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

霊
界
に
籍
を
置
く
す
べ
て
の
み
た
ま
さ
ま
・
万
霊
さ

ま
を
お
ま
つ
り
を
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
大
神

さ
ま
を
中
心
に
、
大
神
さ
ま
と
相
並
ん
で
、
大
神
さ

ま
の
ご
守
護
の
も
と
お
ま
つ
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

先
祖
の
み
た
ま
を
大
本
の
方
式
で
お
ま
つ
り
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
を
、「
復ふ

く
さ
い祭

」
と
申
し
ま
す
。「
大

本
祭
式
」
に
は
、
復
祭
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
日
本
で
は
古
来
、祖
先
の
霊
魂
す
な
わ
ち
『
祖
霊
』

を
か
ん
な
が
ら
の
道
に
そ
っ
た
方
法
で
お
祀
り
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
祖
霊
祭
祀
の
あ
り
方
は
、

六
世
紀
中
期
に
伝
来
し
た
仏
教
の
影
響
で
、
多
く
は

仏
式
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
本
で
は
、
真

の
神
さ
ま
の
救
い
の
道
を
い
た
だ
き
、
祖
霊
祭
祀
を

本
来
の
あ
り
方
（
神
の
道
）
に
か
え
し
ま
し
た
。
こ

れ
が
、
大
本
の
祖
霊
祭
祀
（
み
た
ま
ま
つ
り
）
の
根

講師  上
うえ

田
だ

浩
ひろ

史
し

（緑寿館内事部長）

第
94
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
⑪

み
た
ま
ま
つ
り
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お
歌
を
詠
ん
で
お
ら
れ
ま

す
。「

あ
り
が
た
や
幾
萬
年
を

く
る
し
め
る
み
た
ま
ら
す
く

ひ
の
舟
に
乗
る
な
り
」

「
霊
界
に
く
る
し
む
み
た

ま
を
世
に
あ
げ
て
い
つ
き
ま

つ
る
ぞ
う
れ
し
が
り
け
り
」

二
代
教
主
さ
ま
は
、
世
に

お
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
み
た

ま
が
万
霊
社
に
お
ま
つ
り
で

き
た
こ
と
を
大
変
お
喜
び
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ど
の
宗
派
で
も
、
先
祖
供
養
の
大
切
さ
を
教
え
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
代
々
の
先
祖
を
大
神
さ
ま
に
お
救

い
い
た
だ
き
、
み
た
ま
の
向
上
と
み
幸
を
お
祈
り
す

る
と
い
う
み
た
ま
ま
つ
り
の
方
式
を
確
立
し
て
い
る

の
は
大
本
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
』

万
霊
を
初
め
て
お
ま
つ
り
さ
れ
た
の
は
出
口
す
み

こ
二
代
教
主
で
す
。
こ
の
時
は
太
平
洋
戦
争
で
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
み
た
ま
さ
ま
を
丁
重
に
お
ま
つ
り

さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
大
本
信
徒
の
祖
先
に
限
定
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
み
た
ま
さ
ま
の
中
で
、

特
に
世
に
落
ち
て
お
ら
れ
る
み
た
ま
さ
ま
に
何
と
か

救
い
の
手
を
差
し
の
べ
て
、
向
上
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
の
大
き
な
願
い
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

現
界
と
霊
界
は
合
わ
せ
鏡

大
本
が
出
現
し
た
目
的
は
、
地
上
天
国
の
建
設
で

す
が
、
地
上
天
国
を
建
設
す
る
だ
け
で
は
、
本
当
の

意
味
で
の
天
国
建
設
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

大
本
で
は
「
現
界
と
霊
界
は
合
わ
せ
鏡
で
あ
る
」

と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
現
界
が
良
く
な
れ

ば
、
霊
界
が
良
く
な
り
、
霊
界
が
良
く
な
れ
ば
、
現

が
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
異
常
気
象
に
よ
り
、
雨
が

降
ら
な
か
っ
た
り
と
か
、
ま
た
は
逆
に
長
雨
が
続
い

た
り
し
て
作
物
が
収
穫
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
は

北
朝
鮮
な
ど
国
の
経
済
が
不
安
定
で
食
糧
難
に
見
舞

わ
れ
、
餓
死
し
て
亡
く
な
る
神
霊
さ
ま
に
な
り
ま
す
。

④	

信
仰
中
止
な
ど
で
、
祭
祀
の
途
が
絶
え
た
神
霊

お
祖
父
さ
ん
、
お
祖
母
さ
ん
、
ま
た
お
父
さ
ん
や

お
母
さ
ん
は
大
本
信
仰
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
子
ど

も
の
代
に
な
っ
て
継
承
さ
れ
な
く
な
っ
た
神
霊
さ
ま

も
、
こ
の
万
霊
社
で
の
祭
祀
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

⑤	

教
主
さ
ま
の
お
言
葉
で
、
平
成
十
四
年
十
一
月
か

ら
幽
家
合
祀
し
て
き
た
災
害
、
交
通
事
故
、
テ
ロ
、

戦
争
、
疫
病
、
地
震
等
で
、
犠
牲
と
な
っ
た
世
界

各
国
の
神
霊
（
万
霊
）

霊
界
が
良
く
な
れ
ば
現
界
が
良
く
な
る

五
代
教
主
が
、
教
主
に
ご
就
任
に
な
っ
た
平
成

十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
に
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ

ロ
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う

に
お
述
べ
に
な
り
ま
し
た
。

「
私
が
教
主
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
の
が
平
成

十
三
年
で
、
そ
の
年
の
九
月
十
一
日
に
米
国
同
時
多

発
テ
ロ
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
、
就

任
後
、
心
の
痛
む
大
き
な
出
来
事
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
同
時
刻
に
、
周
辺
が
ザ
ワ
ザ
ワ
し
、
何

か
多
く
の
も
の
に
体
を
引
っ
ぱ
ら
れ
る
よ
う
な
感
覚

に
陥
り
ま
し
た
。
初
め
て
の
体
験
で
し
た
が
、
後
に

な
っ
て
同
時
多
発
テ
ロ
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
多

く
の
み
た
ま
が
大
神
さ
ま
に
救
い
を
求
め
て
聖
地
に

こ
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
事
件
以
降
、
ア
フ
ガ
ン
攻
撃
や
イ
ラ
ク
戦
争

を
は
じ
め
、
報
復
の
連
鎖
が
止
ま
ら
な
く
な
り
、
現

在
に
至
る
ま
で
多
く
の
人
々
が
犠
牲
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
各
国
で
も
テ
ロ
が
多
発
し
、
同
時
に
、
地

震
や
津
波
な
ど
大
き
な
災
害
が
続
け
て
起
こ
っ
て
い

ま
す
」

五
代
教
主
は
ゆ
く
り
な
く
も
お
亡
く
な
り
に
な
っ

た
み
た
ま
さ
ま
に
対
し
て
、
思
い
を
馳
せ
ら
れ
た
の

だ
と
拝
察
し
ま
す
。
そ
れ
以
後
、
五
代
教
主
よ
り
い

ろ
ん
な
ご
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。

例
え
ば
、
津
波
で
た
く
さ
ん
の
方
が
亡
く
な
ら
れ

た
、
大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
、
あ
の
国
が
大
変
な

状
況
に
な
っ
た
、
こ
ん
な
戦
争
に
発
展
し
た
。
ま
た

死
刑
が
執
行
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
な
事
を
含
め
ま
し

て
「
こ
の
み
た
ま
さ
ん
た
ち
を
し
っ
か
り
祀
っ
て
あ

げ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
ご
指
示

が
あ
っ
て
、
霊
祭
部
で
み
た
ま
さ
ま
の
み
慰
め
、
み

た
ま
ま
つ
り
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
万
霊
社
の
新
設
を
、
五

代
教
主
が
願
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

特
に
、
戦
争
や
災
害
、
病
気
、
飢
餓
、
事
故
と
い
っ

た
突
然
の
出
来
事
に
よ
っ
て
無
念
の
思
い
を
残
し
た

り
、
残
さ
れ
た
家
族
の
こ
と
な
ど
現
界
に
思
い
を
残

し
て
亡
く
な
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
世
に
落
ち
て
、
な

か
な
か
進
む
べ
き
霊
界
に
あ
が
る
こ
と
が
で
き
な
い

状
況
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
本
の
信
仰
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
先
祖

を
お
祀
り
す
る
こ
と
に
よ
り
各
家
の
み
た
ま
さ
ま
が

向
上
さ
れ
、
幸
せ
に
な
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
大
本
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
や
は
り
世
界
の
大
本
、
世
の
中
そ
の
も
の
が

良
く
な
っ
て
い
く
道
を
、
し
っ
か
り
と
歩
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
万
霊
社
が
綾
の
聖
地
に
完

成
し
た
こ
と
は
、
と
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
確

信
し
て
い
ま
す
。

界
が
良
く
な
る
の
で
す
。

祖
霊
祭
祀
で
申
し
上
げ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
ご

祖
先
の
合
わ
せ
鏡
と
な
る
の
は
、
現
界
に
生
き
る
私

た
ち
子
孫
に
な
り
ま
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と
祖
先
の

霊
を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
幸
せ
に
つ

な
が
っ
て
く
る
の
で
す
。

そ
れ
を
世
界
大
で
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
み
た
ま

さ
ま
が
良
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
地
上
天
国
は
実
現
し

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
梅
松
苑
に
万
霊
社
を

新
設
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
世
界
大
の
み
た

ま
さ
ま
を
お
ま
つ
り
し
、
お
救
い
申
し
上
げ
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

万
霊
社
で
は
、
国
家
、
民
族
、
貴
賎
、
敵
味
方
の

区
別
な
く
、
す
べ
て
の
神
霊
を
神
の
御
子
と
し
て
と

ら
え
て
、
次
の
神
霊
さ
ま
を
お
ま
つ
り
し
て
い
ま
す
。

①	

古
い
に
し
え

よ
り
世
界
の
国
々
で
戦
争
の
た
め
犠
牲
と

な
っ
た
諸
々
の
神
霊

人
類
の
歴
史
を
紐
解
く
と
、
本
当
に
悲
惨
な
戦
争

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

最
近
で
も
こ
の
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど

中
東
各
地
で
、
尊
い
命
が
毎
日
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ど
れ
だ
け
無
念
の
思
い
を
持
っ
て
、
霊
界
に
行
っ
た

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

②	

交
通
、
災
害
、
風
水
害
、
諸
々
の
事
故
で
亡
く
な
っ

た
神
霊
等

こ
れ
は
事
故
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
交
通
事
故
を
は

じ
め
自
然
災
害
に
よ
る
事
故
。
大
雨
や
長
雨
に
よ
る

水
害
や
台
風
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
、
ま
た
地
震
に
よ
る
津

波
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
今
年
（
平
成
二
十
二
年
）
だ

け
で
も
ハ
イ
チ
や
チ
リ
、
中
国
・
青
海
省
で
大
地
震

が
あ
り
ま
し
た
。

③	

貧
困
、
病
、
食
糧
難
に
て
亡
く
な
っ
た
神
霊
等

先
ほ
ど
の
水
害
な
ど
も
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す

みろく殿内部（右から祖霊社・大神さま・万霊社）
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長
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
松
田
行

彦
本
部
長
と
出
口
宣
伝

使
会
長
が
あ
い
さ
つ
。

次
い
で
成
人
式
典
に

移
っ
た
。

成
人
式
典
は
、
は

じ
め
に
参
拝
し
た
新
成

人（
柴
原
晴
日
さ
ん〈
茨

城
〉
椎
野
文
さ
ん
〈
東

京
〉
佐
藤
光
一
郎
さ
ん
〈
神
奈
川
）
佐
和
山
寿
さ
ん

〈
松
香
〉
の
四
人
が
紹
介
さ
れ
、
続
い
て
永
井
兌
子

直
心
会
福
島
連
合
会
長
よ
り
大
本
本
部
、
直
心
会
、

大
本
青
年
部
か
ら
の
記
念
品
が
新
成
人
に
贈
呈
さ

れ
、
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
、
最
後
に
新
成
人
を
代
表

し
て
柴
原
晴
日
さ
ん
が
清
々
し
く
答
辞
を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
新
成
人
は
東
光
庵
の
添
釜
に
入
席
し

た
ほ
か
、
関
東
教
区
青
年
部
主
催
に
よ
る
「
成
人

祝
賀
会
」
に
出
席
。
新
成
人
の
門
出
を
祝
し
た
。

第
96
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

第
九
十
六
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
一
月
十
九
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
東
京

本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
椎
野
恭
三
関
東
教
区
特

派
宣
伝
使
を
講
師
に
「
生
活
と
信
仰
」
と
題
し
て

開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
十
九
人
（
う
ち
、
一
般

五
人
）。

講
座
で
は
、
各
地
で
の
宣
教
活
動
を
通
じ
て
出

会
っ
た
信
徒
の
姿
や
体
験
談
を
紹
介
し
た
ほ
か
、

歴
代
教
主
・
教
主
補
さ
ま
や
歴
史
上
人
物
の
短
歌

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
解
説
。「
魂
を
磨
く
こ
と

と
同
時
に
〝
い
き
い
き
と
生
き
る
〟
前
向
き
な
心

春
の
七
草
は
、
東
京
本
部
職
員
ら
が
栃
木
主
会
東

山
分
所
周
辺
に
て
摘
ん
だ
も
の
で
、
当
日
は
関
東
教

区
直
心
会
員
と
東
京
本
部
の
職
員
が
、
温
か
く
炊
き

込
ま
れ
た
七
草
粥
を
は
じ
め
、
お
す
ま
し
や
柚
味
噌
、

塩
昆
布
、
ご
ま
め
な
ど
を
盛
り
つ
け
て
入
席
者
を
も

て
な
し
た
。

ま
た
本
席
の
他
に
二
階
の
鶴
と
亀
の
間
で
は
歴

代
教
主
・
教
主
補
さ
ま
の
お
作
品
展
示
が
、
一
階
の

東
光
庵
で
は
薄
茶
の
接
待
が
行
わ
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典
は
一
月
九
日
午

前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
出
口
京
太
郎
大
本
宣

伝
使
会
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
四
百
二
十
五
人
が

参
拝
し
た
。

祭
員
は
千
葉
主
会
、
少
女
祭
員
は
千
葉
主
会
の

恵
福
幸
栄
さ
ん
、
福
山
舞
花
さ
ん
、
木
村
想
さ
ん
、

と
静
岡
主
会
の
宮
下
萩
恵
さ
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会

関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
中
嶋
浩
山
梨
主
会

平
成
23
年
東
光
苑
新
年
祭

平
成
二
十
三
年
辛
卯
東
光
苑
新
年
祭
は
一
月
一

日
、
午
前
七
時
よ
り
斎
主
・
森
良
秀
東
京
本
部
次

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
九
十
七
人
が
参
拝
し
た
。

祭
典
後
、
参
拝
者
全
員
で
教
主
さ
ま
の
お
写
真

に
向
か
っ
て
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
た

の
ち
、
教
主
さ
ま
の
新
年
ご
あ
い
さ
つ
（
録
画
）

を
拝
聴
。
最
後
に
松
田
行
彦
東
京
本
部
長
が
新
年

の
あ
い
さ
つ
を
の
べ
た
。

そ
の
後
、
お
神
酒
接
待
と
神
代
餅
の
直
会
を
い

た
だ
い
た
。

な
お
、
正
月
三
が
日
の
参
拝
者
数
は
四
百
九
人

だ
っ
た
。

七

草

粥

接

待

東
京
本
部
の
七
草
粥
接
待
は
一
月
七
日
、
午
前
十

時
三
十
分
よ
り
午
後
三
時
ま
で
行
わ
れ
、
百
五
十
四

人
が
入
席
し
た
。

東光苑春季祭式講習会
日　程 ３月２６日午前９時受付、９時半開講式

〜２７日 午後４時ごろまで

会　場 東光苑　大本東京本部

参加費 １, ０００円

※ただし、食事・宿泊代（２，２００円）

は別途必要となります

内　容 初級クラス 基本動作から月次祭まで

	 中級クラス 大神鎮座祭、祖霊鎮祭まで

	 特別クラス 神祭、霊葬祭

	 ※特別クラスは級の認定がございません

持参品 笏、大本祭式の本、帯または紐（懐笏時

に必要）、筆記用具、動きやすい服装、

足袋（あれば履く方が動作が容易）、宿

泊用品（宿泊される方）

	 ※笏は稽古用を貸与可能

申込み 受講クラス、食事宿泊を明記の上、大本

東京本部祭務部「春季祭式講習会」宛に

お申込み下さい

定　員 ４０人

締　切 ３月１９日（土）

※定員になり次第締め切りとなります

ので、お早めにお申し込みください。

新成人おめでとうございます

東
光
苑
祭
典
・
行
事
紹
介

２
月節

分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

	

３
日
（
木
）	

午
後
６
時
半

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭

市
杵
島
姫
命
例
祭

	

13
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
97
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

深
海
か
ら
見
た
地
球
、
そ
し
て
生
命

	

講
師

田
中
武
男
（
理
学
博
士
）

	

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

教
本
３
級
認
定
講
習
会

	

26
日
（
土
）
〜
27
日
（
日
）

３
月東

光
苑
月
次
祭
（
教
主
さ
ま
ご
臨
席
）

春
季
合
同
慰
霊
祭

	

13
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
98
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

偉
大
な
る
大
地
と
そ
の
神
秘

	

講
師

島
本
光
久
（
愛
善
み
ず
ほ
会
理
事
）

	

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

	

26
日
（
土
）
〜
27
日
（
日
）

二
代
教
主
毎
年
祭
（
59
年
）

	

31
日
（
水
）	

午
前
10
時
半

構
え
が
大
切
で
あ
る
」
と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
、「
穏
や
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま

し
た
。（
四
十
三
歳
・
男
性
・
一
般
）」
な
ど
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。


