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何な
に
ご
と事

も
神か

み

の
御み

計は
か

り
給た

ま

ふ
わ
ざ
ぞ

勇い
さ

み
よ
ろ
こ
べ
憂う

き
も
つ
ら
き
も

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
雲
海
」

こ
の
夏
の
節
電
に
思
う	

東
京
本
部
次
長
　
森も

り

　

良よ
し

秀ひ
で

こ
の
夏
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
節
電
」。
政
府
は
、
こ
の
夏
の
電
力
危
機
を
避
け
る
た
め
、
七
月
一
日
か
ら
法
律

に
基
づ
い
て
「
電
力
使
用
制
限
令
」
を
東
京
電
力
と
東
北
電
力
の
管
内
で
発
動
し
た
。
制
限
令
発
動
は
、
第
一
次

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
昭
和
四
十
九
年
以
来
、
三
十
七
年
振
り
だ
そ
う
で
あ
る
。

大
口
需
要
家
の
自
動
車
工
場
や
百
貨
店
な
ど
の
商
業
施
設
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な
ど
は
、
最
大
電
力
を
昨
年
の

夏
よ
り
十
五
％
削
減
が
強
制
さ
れ
、
違
反
す
る
と
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
一
方
、
小
口
需
要
家
と
家
庭
に
対
し
て

は
、
努
力
目
標
と
し
て
同
じ
く
十
五
％
削
減
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
東
京
本
部
は
、職
員
が
知
恵
を
出
し
合
い
「
照
明
」「
冷
房
」「
ト
イ
レ
」「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
」「
服

装
」
等
に
つ
い
て
の
節
電
計
画
を
立
ち
上
げ
、
七
月
一
日
よ
り
実
施
し
た
。
一
番
電
気
を
消
費
す
る
と
言
わ
れ
る

エ
ア
コ
ン
は
、
ご
神
前
の
間
を
は
じ
め
各
室
内
の
温
度
を
二
十
八
度
に
設
定
、
ま
た
事
務
所
、
廊
下
、
洗
面
所
な

ど
の
間
引
き
照
明
に
取
り
組
ん
だ
。
四
年
前
に
新
し
く
建
て
替
わ
っ
た
新
東
京
本
部
は
、
全
館
冷
暖
房
の
機
能
を

有
し
て
い
る
と
共
に
、
旧
建
物
に
比
べ
て
延
べ
床
面
積
が
倍
増
し
、
こ
の
度
の
措
置
で
か
な
り
の
電
気
使
用
量
の

削
減
率
が
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

電
力
需
要
の
抑
制
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
、
す
な
わ
ち
東
日
本
大
震
災
で
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に

よ
り
、
供
給
量
が
大
き
く
不
足
す
る
た
め
、
計
画
停
電
が
三
月
十
四
日
か
ら
初
め
て
実
施
さ
れ
た
。
計
画
停
電
の

影
響
で
、
東
京
駅
や
上
野
駅
な
ど
都
内
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
コ
ン
コ
ー
ス
な
ど
は
照
明
が
間
引
か
れ
、
う
す
暗
く
な
っ

て
驚
い
た
。
し
か
し
、
不
思
議
な
も
の
で
一
週
間
も
経
つ
と
目
が
慣
れ
て
き
て
、
こ
の
程
度
の
照
度
で
十
分
で
あ

る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

三
代
教
主
さ
ま
は
『
み
ろ
く
の
世
と
い
う
も
の
は
、
今
日
日
本
人
が
享
受
し
て
い
る
際
限
も
な
く
豊
か
な
物
質

本
位
の
生
活
か
ら
比
べ
ま
し
た
ら
、
か
な
り
き
び
し
い
も
の
』
だ
と
示
さ
れ
、
且
つ
暮
ら
し
の
心
構
え
を
『
す
こ

し
ひ
も
じ
く
、
す
こ
し
貧
し
く
』
と
や
さ
し
く
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
度
の
節
電
は
、
み
ろ
く
の
世
の
住
人
と
な
る

た
め
の
極
め
て
大
事
な
予
行
練
習
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
年
、
こ
れ
が
ま
さ
に
二
十
一
世
紀
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ

イ
ン
ト
（
転
換
点
）
だ
っ
た
と
、振
り
返
る
時
が
来
る
と
思
わ
れ
る
。『
ど
ん
な
場
合
で
も
、あ
り
が
た
い
と
思
う
心
。

こ
れ
は
神
に
近
づ
く
第
一
歩
（
尊
師
さ
ま
）』
神
さ
ま
の
仁
恵
に
浴
し
て
い
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
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は
一
見
に
し
か
ず
。
授
業
の
三
回
目
は
両
聖
地
へ

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
計
画
し
ま
し
た
。
大
本

の
二
つ
の
聖
地
、
綾
部
「
梅
松
苑
」
と
亀
岡
「
天

恩
郷
」
の
雰
囲
気
を
肌
で
感
じ
て
も
ら
う
方
が
、

文
献
上
の
知
識
を
ど
れ
だ
け
伝
え
る
よ
り
も
は
る

か
に
〝
説
得
力
〟
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

天
上
界
の
「
最
奥
天
国
」
と
「
最
奥
霊
国
」
の

二
つ
の
境
域
を
こ
の
地
上
に
写
す
聖
地
。
厳
か
な

神
気
漂
う
神
苑
に
は
、
長
生
殿
な
ど
、
息
を
の
む

ほ
ど
美
し
い
日
本
伝
統
建
築
群
が
、
豊
か
な
自
然

に
調
和
し
て
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。
余
計
な
説
明

は
い
ら
な
い
ほ
ど
、
大
本
な
ら
で
は
の
特
徴
で
す
。

ご
祭
神
の
「
大お
ほ
も
と
す
め
お
ほ

本
皇
大
御み

神か
み

」
は
〝
大
本
教
団

の
神
〟
と
い
う
意
味
で
な
く
、「
大
天
主
太
神
」
と

も
表
記
し
、
全
大
宇
宙
の
万
有
を
創
造
し
、
生
育

し
、
今
も
不
断
に
ご
守
護
く
だ
さ
っ
て
い
る
大
神

さ
ま
で
す
。
大
宇
宙
は
一
つ
で
す
か
ら「
一
つ
の
神
」

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
神
苑
案
内
で
一
般
の
人
か
ら

よ
く
あ
る
質
問
は
、「
神
さ
ま
は
一
つ
な
の
に
、
な

ぜ
神
殿
の
お
宮
は
三
社
な
の
で
す
か
」
と
い
う
も

の
。
事
実
、
長
生
殿
や
万
祥
殿
な
ど
、
大
本
の
主

要
な
神
殿
に
は
三
社
の
お
宮
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
三
社
の
説
明
に
は
、
や
や
大
き
く
い
う
と
、

〝
大
宇
宙
の
始
ま
り
〟
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
大
宇
宙
創
造
の
原
初
に
お
い
て
、
大
神

さ
ま
は
〝
絶
対
一
元
〟
の
静
的
状
態
か
ら
動
的
な

状
態
に
移
行
さ
れ
る
と
き
に
、
必
然
的
に
＋
（
プ

ラ
ス
・
陽
極
）
と
−
（
マ
イ
ナ
ス
・
陰
極
）
に
相
応

す
る
二
極
の
働
き
と
な
っ
て
お
現
れ
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
二
極
の
働
き
は
〝
陽
・
陰
〟〝
霊
・
体
〟〝
火
・

水
〟〝
厳
・
瑞
〟
な
ど
と
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
大
本

で
は
神
格
化
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
厳い
づ

の
御
霊
の
大
神
」

「
瑞み
づ

の
御
霊
の
大
神
」
と
お
呼
び
し
て
い
ま
す
。

〝
新
宗
教
〟
の
代
表
と
し
て

日
本
で
は
今
日
、「
宗
教
」
に
偏
見
を
持
っ
て
い

る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
原
因
と
し
て
、

日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
宗
教
の
持
つ
良
い
面
に
は
目

を
向
け
ず
、
社
会
問
題
を
起
こ
す
一
部
の
極
端
な

例
ば
か
り
を
報
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
以
上
に
、
戦
後
教
育
を
受
け
た
日
本
人
が
こ

れ
ま
で
「
宗
教
」
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
が
な
か
っ

た
こ
と
も
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
最
近
に
な
っ
て
、
宗
教
の
必
要
性
を
思
う

冷
静
な
心
あ
る
人
た
ち
の
間
で
は
、
今
こ
そ
教
育

現
場
で
宗
教
を
教
え
る
べ
き
だ
と
い
う
声
が
あ
っ

て
、
本
年
新
た
に
、
宗
教
文
化
を
教
え
る
人
を
育

成
す
る
た
め
に
〝
宗
教
文
化
士
〟
と
い
う
資
格
の

認
定
制
度
が
日
本
の
複
数
の
大
学
で
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
仕
事
柄
、
大
学
の
先
生
方
と
接
す
る
機
会

が
多
く
、
そ
の
関
係
で
今
春
そ
の
〝
宗
教
文
化
士
〟

認
定
科
目
を
設
け
た
キ
リ
ス
ト
教
系
の
私
学
（
関

西
学
院
大
学
）
で
授
業
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
「
世
界
の
諸
宗
教
」（
全

十
四
回
）
中
の
三
回
、
テ
ー
マ
は
「
大
本
」。

大
本
以
外
の
宗
教
は
何
か
と
担
当
教
授
に
聞
く

と
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ム
、
浄
土
真
宗
本
願
寺

こ
の
よ
う
な
独
特
の
神
観
か
ら
、
大
本
神
殿
の

三
社
の
お
宮
に
は
中
央
に
「
大
本
皇
大
御
神
」
を
、

そ
の
左
右
に
「
厳
の
御
霊
の
大
神
」「
瑞
の
御
霊
の

大
神
」
を
お
祭
り
し
て
い
る
の
で
す
。（
ち
な
み
に

「
厳
の
御
霊
の
大
神
」「
瑞
の
御
霊
の
大
神
」
は
総

称
で
、
幽
か
ら
顕
へ
の
段
階
ご
と
に
、
厳
系
の
神
、

瑞
系
の
神
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
ご
神
名
が
あ
る
）

な
お
〝
厳
〟
に
は
「
き
び
し
く
、
お
ご
そ
か
な
」

な
ど
の
意
味
が
、〝
瑞
〟
に
は
「
み
ず
み
ず
し
く
、

う
る
わ
し
い
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、「
厳
の
御
霊

の
大
神
」
を
厳
し
い
父
神
と
す
れ
ば
、「
瑞
の
御
霊

の
大
神
」
は
優
し
い
母
神
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。

〝
錦
の
み
機
〟
の
ご
神
業

こ
の
厳
と
瑞
、
二
霊
の
大
神
さ
ま
が
、
大
本
の

特
徴
で
も
あ
る
「
二
人
の
教
祖
」
の
ご
因
縁
と
関

係
し
て
き
ま
す
。

出
口
な
お
開
祖
さ
ま
は
「
厳
の
御
霊
の
大
神
」

の
地
上
に
お
け
る
神
柱
と
し
て
、
三
千
世
界
の
「
立

替
え
立
直
し
」
を
予
言
、
警
告
さ
れ
、「
み
ろ
く
の

世
」
の
実
現
の
た
め
に
〝
大
難
を
小
難
に
小
難
を

無
難
に
〟
と
お
祈
り
と
お
筆
先
の
ご
用
に
生
涯
を

捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
も
う
一
方
の
出
口
王
仁
三
郎

聖
師
さ
ま
は
「
瑞
の
御
霊
の
大
神
」
の
地
上
に
お

け
る
神
柱
と
し
て
、
贖
あ
が
な

い
と
〝
救
済
〟
の
お
働
き
を

担
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
お
二
方
を
通
し
て
、
人
為
に
よ
ら
な

い
〝
神
直
々
の
お
言
葉
〟
と
し
て
、
大
本
の
二
大

教
典
『
大
本
神
諭
』
と
『
霊
界
物
語
』
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
父
神
の
教
え
と
母
神
の
教
え
、
こ
の
両

者
の
教
え
を
あ
わ
せ
持
つ
こ
と
も
大
本
の
大
き
な

特
徴
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
大
神
さ
ま
の
ご
神
業
・
ご
経
綸
は
、

派
（
西
本
願
寺
）
の
三
つ
と
の
こ
と
。
ユ
ダ
ヤ
教

と
イ
ス
ラ
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
世
界
三

大
一
神
教
。
三
教
の
信
徒
を
す
べ
て
合
わ
せ
る
と

約
三
十
四
億
人
、
世
界
総
人
口
の
二
分
の
一
を
占

め
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
西
本
願
寺
は
日
本
最
大
の
仏
教
教
団
の
一

つ
で
〝
伝
統
宗
教
〟
の
代
表
、
そ
し
て
大
本
は
〝
新

宗
教
〟（
幕
末
以
降
か
ら
現
代
ま
で
に
生
ま
れ
た
教

団
）
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
た
よ
う
で
し
た
。

〝
新
宗
教
〟
に
は
お
び
た
だ
し
い
数
が
あ
り
、
有

名
な
大
教
団
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
ぜ
大
本
が
選
ば
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

日
本
近
代
史
上
、
最
大
の
弾
圧
を
受
け
た
教
団
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、日
本
〝
新
宗
教
〟

教
団
の
〝
生
み
の
親
〟
と
し
て
も
有
名
だ
か
ら
で

す
。
事
実
、
定
評
の
あ
る
宗
教
専
門
書
は
大
本
に

つ
い
て
の
記
述
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
大
本
は
、
規
模
こ
そ
大
き
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
知
名
度
と
影
響
力
を
持
つ
教
団
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

大
本
な
ら
で
は
の
特
徴

私
が
担
当
す
る
授
業
は
わ
ず
か
三
回
。
大
本
の

場
合
、
教
義
、
歴
史
、
活
動
が
深
く
広
い
た
め
と

て
も
す
べ
て
は
紹
介
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
百
聞

大
本
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か

第
100
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」
よ
り

大
本
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か

講師  斉
さ い

藤
と う

　泰
ひろし

（教学研鑚室長）
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大
本
で
は
〝
機
織
り
〟
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
厳

と
瑞
二
方
面
の
お
働
き
は
、
経
糸
と
緯
糸
の
関
係

に
あ
り
ま
す
。
そ
の
目
に
見
え
な
い
経
糸
と
緯
糸

が
巧
妙
に
織
り
な
さ
れ
て
―
織
り
あ
が
っ
て
し
ま

う
ま
で
人
間
に
は
そ
の
模
様
が
わ
か
り
ま
せ
ん
が

―
、
最
終
的
に
は
「
み
ろ
く
の
世
」
と
い
う
美
し

い
〝
錦
の
み
機
〟
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

こ
の
「
み
ろ
く
の
世
」
と
は
、
水
晶
の
よ
う
に

濁
り
の
な
い
清
ら
か
な
、
う
そ
偽
り
の
な
い
世
界
、

良
い
こ
と
を
す
れ
ば
良
い
こ
と
が
、
悪
い
こ
と
を

す
れ
ば
悪
い
こ
と
が
出
て
く
る
世
界
、
飢
え
も
病

も
争
い
も
な
い
、
平
和
で
穏
や
か
な
世
界
を
さ
し

ま
す
。〝

厳
・
瑞
〟
の
道
統
を
ご
継
承

さ
て
、
宗
教
学
会
な
ど
に
出
か
け
る
と
、
必
ず

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
「
大
本
」
に
関
す
る
研
究
発

表
が
あ
り
、
大
本
の
こ
と
を
丹
念
に
研
究
し
て
い

る
人
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
発
表
を
聞
き
な
が
ら
わ
か
っ
た

こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
学
者
が
ま
だ
気
づ
い
て
い

な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
大

本
の
「
教
主
」
さ
ま
に
つ
い
て
で
す
。
大
本
歴
代

の
教
主
さ
ま
は
開
祖
さ
ま
、聖
師
さ
ま
の
〝
厳
〟〝
瑞
〟

二
霊
の
道
統
を
継
承
さ
れ
た
方
で
あ
り
、
大
神
さ

ま
の
ご
神
意
を
受
け
ら
れ
、
救
世
の
ご
神
業
を
ま

さ
に
進
め
て
お
ら
れ
る
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
〝
錦

の
み
機
を
織
ら
れ
て
い
る
〟
方
な
の
で
す
。

開
祖
さ
ま
、
聖
師
さ
ま
の
あ
と
、
出
口
す
み
こ

二
代
教
主
さ
ま
、
出
口
直
日
三
代
教
主
さ
ま
、
出

口
聖
子
四
代
教
主
さ
ま
、
そ
し
て
現
在
の
出
口
紅

五
代
教
主
さ
ま
と
、
代
々
お
立
ち
く
だ
さ
っ
て
き

た
教
主
さ
ま
方
が
、
そ
の
時
代
時
代
に
必
要
な
ご

て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
弾
圧
を
受
け
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
信
徒
が
改
宗
し
な

か
っ
た
こ
と
は
世
界
の
宗
教
史
上
珍
し
い
こ
と
だ

そ
う
で
す
。

大
本
は
そ
の
よ
う
な
教
団
で
す
か
ら
、
お
の
ず

と
「
歴
史
」
も
違
っ
て
き
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
、

例
え
ば
生
命
倫
理
や
宗
際
化
、
世
界
連
邦
、
食
・
農
・

環
境
、
芸
術
文
化
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
な
ど
、「
み
ろ

く
の
世
」
実
現
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
諸
活
動

を
、
歴
代
の
教
主
さ
ま
の
ご
指
導
の
も
と
、
先
人

た
ち
は
世
に
先
駆
け
て
「
ご
神
業
」
と
し
て
奉
仕

し
て
き
た
の
で
す
。

「
型
の
大
本
」
と
し
て

「
型
の
大
本
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
意
味
は
、
世
界
や
日
本
の
こ
と
が
大
本
に
鏡
の

よ
う
に
写
り
、
そ
れ
が
ま
た
型
と
な
っ
て
大
本
か

ら
日
本
へ
、
世
界
へ
と
写
し
出
さ
れ
て
い
く
と
い

う
教
え
で
す
。
こ
の
教
え
は
開
祖
さ
ま
の
お
筆
先

に
も
あ
り
、
事
実
、
大
本
が
世
界
の
型
と
な
っ
た

こ
と
を
証
し
す
る
歴
史
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

大
本
の
中
に
い
る
一
人
ひ
と
り
は
、
世
界
の
型
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
良
い
型
を
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の
人
た
ち
が
救
わ
れ

る
の
だ
と
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
大
本
に
は
歴
代
教
主
・
教
主
補
さ
ま
方
に

よ
る
尊
い
み
教
え
が
非
常
に
多
く
あ
り
ま
す
。
し

か
し
知
っ
て
い
て
も
実
行
で
き
な
く
て
は
、
宝
の

も
ち
ぐ
さ
れ
で
、
あ
ま
り
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ら
の
み
教
え
を
生
活
の
中
に
実
践
す
る
こ
と

で
、「
み
ろ
く
の
世
」
の
住
人
に
な
ら
せ
て
い
た
だ

け
る
の
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
本
で
「
言

心
行
の
一
致
」
が
説
か
れ
る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ

方
針
を
お
示
し
に
な
り
、「
大
本
」（
教
団
、
信
徒
、

ま
た
そ
の
諸
活
動
）
を
通
し
て
、
大
神
さ
ま
の
ご

経
綸
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
大

本
に
集
う
人
た
ち
に
も
、
他
宗
に
は
な
い
大
き
な

特
徴
が
あ
る
こ
と
で
す
。『
大
本
神
諭
』
に
よ
り
ま

す
と
、
大
本
に
は
、
太
古
か
ら
の
ご
因
縁
を
持
つ

人
た
ち
が
、
い
ま
こ
の
時
代
に
生
を
享
け
て
誕
生

し
、
大
本
の
ご
神
業
に
奉
仕
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
昭
和
九
年
、
聖
師
さ
ま
が
発
会
さ
れ
た

昭
和
神し
ん
せ
い
か
い

聖
会
と
い
う
組
織
に
は
賛
同
者
が
九
百
万

人
も
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
日
本
人

口
は
約
六
千
万
人
で
す
か
ら
、
実
に
十
人
に
一
人

以
上
が
賛
同
者
で
し
た
。
当
時
の
国
家
当
局
が
大

本
を
恐
れ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
当
時
の
活
動
の

中
心
と
な
っ
て
い
た
大
本
の
信
徒
数
は
わ
ず
か
に

十
万
人
程
度
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
信

徒
数
は
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
当
時

そ
の
十
万
人
が
聖
師
さ
ま
の
号
令
一
下
〝
火
の
玉
〟

の
よ
う
に
動
い
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
昭
和
十
年
の
第
二
次
大
本
事
件
が
勃
発
。

大
本
の
両
聖
地
、
地
方
の
神
殿
も
す
べ
て
破
壊
さ

れ
、
全
国
で
三
千
人
余
り
の
信
徒
が
検
挙
さ
れ
ま

し
た
。
中
に
は
拷
問
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
方
も

お
ら
れ
ま
し
た
。「
国
賊
」
と
罵
ら
れ
、
親
族
か
ら

絶
縁
さ
れ
、
信
徒
で
あ
る
が
ゆ
え
に
職
を
失
っ
た

り
、
学
校
に
通
う
大
本
の
子
ど
も
た
ち
は
石
を
投

げ
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
壮
絶
な
十
年
間
で
し
た
。

し
か
し
昭
和
二
十
年
、
大
本
事
件
が
無
罪
と
な
っ

て
解
決
す
る
と
、
大
半
の
信
徒
が
再
び
大
本
に
帰
っ

り
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
「
改
心
」
し
、
救
わ
れ

て
こ
そ
、「
型
の
大
本
」
と
し
て
万
人
の
救
わ
れ
る

道
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
説
く
教

団
は
、
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
大
本
以
外
に
は
な

い
で
し
ょ
う
。

以
上
、
大
本
な
ら
で
は
の
特
徴
の
幾
つ
か
を
ご

紹
介
し
な
が
ら
、
本
日
の
講
題
「
大
本
は
な
ぜ
生

ま
れ
た
の
か
」
を
お
話
し
し
た
つ
も
り
で
す
が
、

最
後
に
、
明
治
二
十
五
年
旧
正
月
、
大
本
が
開
教

し
た
折
、
大
神
さ
ま
が
開
祖
さ
ま
を
通
し
て
発
せ

ら
れ
た
「
初
発
の
神
諭
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

『
三
ぜ
ん
世
界
一
度
に
開
く
梅
の
花
、
艮
の
金
神

の
世
に
成
り
た
ぞ
よ
。
梅
で
開
い
て
松
で
治
め
る
、

神
国
の
世
に
な
り
た
ぞ
よ
。
こ
の
世
は
神
が
構
は

な
行
け
ぬ
世
で
あ
る
ぞ
よ
。
今い

ま日
は
獣け

も

の類
の
世
、

強
い
も
の
勝
ち
の
、
悪
魔
ば
か
り
の
世
で
あ
る
ぞ

よ
。
‥
‥
こ
れ
で
は
、世
は
立
ち
て
は
行
か
ん
か
ら
、

神
が
表
に
現
は
れ
て
、
三
千
世
界
の
天
之
岩
戸
開

き
を
致
す
ぞ
よ
。
‥
‥
三
千
世
界
の
大
洗
濯
、
大

掃
除
を
致
し
て
、
天
下
泰
平
に
世
を
治
め
て
、
万

古
末
代
つ
づ
く
神
国
の
世
に
致
す
ぞ
よ
。
神
の
申

し
た
事
は
、
一
分
一
厘
違
は
ん
ぞ
よ
。
毛
筋
の
横

巾
ほ
ど
も
間
違
ひ
は
無
い
ぞ
よ
。
こ
れ
が
違
う
た

ら
、
神
は
此
の
世
に
居
ら
ん
ぞ
よ
』

こ
の
現
界
は
も
と
よ
り
霊
界
を
も
含
め
た
す
べ

て
の
世
界
か
ら
、
わ
れ
よ
し
、
強
い
も
の
勝
ち
の

悪
い
想
念
を
大
洗
濯
・
大
掃
除
、
一
掃
し
て
、
永

久
に
変
わ
ら
な
い
神
国
の
世
、「
み
ろ
く
の
世
」
に

す
る
こ
と
こ
そ
大
本
が
生
ま
れ
た
理
由
で
あ
り
、

私
た
ち
が
い
ま
こ
う
し
て
大
本
に
集
っ
て
い
る
理

由
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
大
本
が
開
教
し

た
明
治
二
十
五
年
か
ら
百
二
十
年
た
っ
た
今
日
も

全
く
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
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直
会
後
、
応
接
室
に
て
大
本
総
代
推
薦
会
議
や

直
心
会
東
京
連
合
会
に
よ
る
バ
ザ
ー
が
行
わ
れ
た
。

第
101
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

第
一
〇
一
回
『
二
十
一
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
』

は
七
月
二
十
日
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
、
東
京

本
部
講
座
室
に
お
い
て
、
講
師
に
尾
﨑
泰
良
大
道

場
講
師
を
迎
え
「
人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
①—

霊
界
の
実
在
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者

は
十
五
人
（
内
、
一
般
一
人
）。

講
座
で
は
、
霊
の
存
在
と
働
き
、
霊
界
の
構
成

や
中
有
界
の
様
子
、
霊
界
と
現
界
の
関
係
な
ど
に

つ
い
て
、
自
身
の
体
験
を
交
え
て
解
説
。「
私
た
ち

は
肉
体
を
得
て
こ
の
現
界
に
生
ま
れ
、
い
ろ
ん
な

経
験
を
積
み
な
が
ら
魂
を
向
上
さ
せ
、
再
び
霊
界

に
復
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
多

少
の
予
備
知
識
は
あ
り

ま
し
た
が
、
更
に
理
解

を
深
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
（
五
十
一
歳
・

一
般
・
男
性
）」
な
ど

の
声
が
聞
か
れ
た
。

大
本
基
本
講
座

本
年
度
の
大
道
場
「
大
本
基
本
講
座
」
が
、

五
月
二
十
八
・
二
十
九
日
（
前
半
）
と
六
月

二
十
五
・
二
十
六
日
（
後
半
）
の
二
ヵ
月
に
渡
っ
て

開
催
さ
れ
、の
べ
三
十
四
人
（
一
般
一
人
）
が
参
加
。

そ
の
内
十
六
人
が
四
日
間
の
講
座
を
修
了
し
た
。

参
加
者
は
、「
大
本
の
出
現
」
か
ら
「
現
代
の
大

本
」
ま
で
、
普
段
天
恩
郷
で
聴
講
す
る
九
講
座
を

受
講
し
た
ほ
か
、
二
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
の

「
歓
ぎ
の
座
」
を
行
い
、

親
睦
を
深
め
た
。

講
師
は
、
猪
子
恒

管
理
局
次
長
（
前
半
）、

髙
木
日
出
喜
教
務
局
芸

術
部
長
（
後
半
）、
森

良
秀
東
京
本
部
次
長
、

和
田
桂
一
東
京
本
部
祭
務
部
長
、
成
尾
義
東
京
本

部
宣
伝
部
長
、
田
村
信
行
東
京
本
部
総
務
部
主
任

が
務
め
た
。東

光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
は
七
月
十
日
、
午
前
十
時
三
十

分
か
ら
、
斎
主
・
和
田
桂
一
東
京
本
部
祭
務
部
長

の
も
と
執
行
さ
れ
、
三
百
五
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
埼
玉
主
会
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
旗
手
彬
人
神
奈
川
主
会
長
、
添

釜
は
村
井
社
中
の
皆
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
松
田
行
彦
東
京
本
部
長
が
あ
い
さ
つ

に
立
ち
、
教
主
さ
ま
の
ご
動
静
に
つ
い
て
や
東
日

本
大
震
災
の
見
舞
い
活
動
、
沓
島
・
冠
島
開
き
遥

拝
祭
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
。「
大
変
な
世
情
で
は
あ

る
が
、
お
互
い
手
を
取
り
思
い
あ
っ
て
共
々
に
ご

神
業
成
就
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
を
、
今
一
度
腹

に
お
さ
め
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
強
調
さ
れ
た
。

東京本部で大道場修行！

祭りの作法と精神を学ぼう
東光苑秋季祭式講習会

日　程 ９月２４日午前９時受付、９時半開講式

〜２５日 午後４時ごろまで

会　場 東光苑　大本東京本部

参加費 １人１, ０００円

	 ※食事・宿泊代は別途実費を徴収

内　容 初級クラス 基本動作から月次祭まで

	 中級クラス 招魂式・発葬式まで

	 特別クラス 葬祭斎主実習

	 ※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（宿泊の方）

	 ※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「秋季祭式講習会」宛

にお申込み下さい

定　員 ４０人

締　切 ９月１７日（土）

	 ※ ただし、定員になり次第締め切りとな

ります

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

８
月神

集
祭
遥
拝
（
初
日
・
旧
７
月
６
日
）

	

５
日
（
金
）	

夕
拝
時

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

	

７
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

神
集
祭
遥
拝
（
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
）

	

11
日
（
木
）	

夕
拝
時

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

第
102
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
②

—

心
豊
か
に
暮
ら
す
四
つ
の
秘
訣

	

講
師

西
永
篤
史
（
大
本
120
年
史
編
纂
室
次
長
）

	

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

９
月東

光
苑
月
次
祭
（
長
寿
感
謝
祭
）

秋
季
合
同
慰
霊
祭

	

11
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

秋
を
め
で
る
夕
べ
（
旧
８
月
15
日
）

	

12
日
（
月
）	

午
後
６
時
〜
８
時

第
103
回
「
21
世
紀
、
生
き
が
い
講
座
」

	

講
題

人
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
③

—

ほ
ん
と
う
の
修
行

	

講
師

宮
城　

聡
（
総
局
公
室
次
長
）

	

21
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
９
時

三
代
教
主
毎
年
祭
（
21
年
）

	

23
日
（
金
）	

午
前
10
時
半

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

	

24
日
（
土
）	

25
日
（
日
）

霊界の存在を信じて生活を踏み行うこと

東光苑
秋をめでる夕べ
上野の杜の奥座敷・東光

苑で、行灯のあかりのもと

一服の薄茶をいただきなが

ら、仲秋の名月をお楽しみ

ください

日 時	 ９月１２日（月）

	 午後６時〜８時

会 場	 大本東京本部

内 容 	薄茶接待・御神酒

接待・お作品展示


