
今月の聖言

通 巻 第 ５ ２ ９ 号
発 行 大本東京本部
	 東京宣教センター
センター長 浅田秋彦

〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-1-44
TEL（IP）050-5510-9502							

03-3821-3701
FAX　03-3821-5283

URL http://oomoto-tokyo.com
Mail tokyohonbu@oomoto.or.jp

題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

平成25年（2013）

４月号・Aprilo

1　　　阿づまの光

一い
ち

り
ん
の
草く

さ
ば
な花

に
さ
へ
天あ

め
つ
ち地

の

め
ぐ
み
の
露つ

ゆ

は
う
る
ほ
ふ
も
の
を

「
信
仰
即
生
活
即
芸
術
」
の
教
え
に
思
う	

祭
務
課
主
事	

井い

畑ば
た

　

太
ひ
ろ
し

楽
天
社
で
楽
天
書
道
誌
の
編
集
を
担
当
し
て
い
た
こ
ろ
、
書
家
で
あ
り
文
筆
家
で
あ
ら
れ
た
綾
村
坦た
ん
え
ん園
先
生

の
ご
自
宅
に
公
務
で
毎
月
お
伺
い
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
折
り
に
、
綾
村
先
生
が
「
井
畑
く
ん
、
我
々
が
い
く

ら
修
行
し
て
も
二
代
さ
ま
の
よ
う
に
は
絶
対
に
な
れ
ん
。
金
屏
風
も
お
茶
碗
の
箱
書
き
も
い
っ
し
ょ
や
も
ん
。

あ
あ
は
絶
対
に
な
れ
ん
！
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
印
象
深
く
記
憶
し
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と

か
と
申
し
ま
す
と
、
金
屏
風
に
書
か
れ
て
い
る
書
も
、
お
茶
碗
の
箱
書
き
も
い
っ
し
ょ
の
心
持
ち
で
書
か
れ
て

い
る
、
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
は
な
れ
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

三
代
教
主
さ
ま
は
ご
著
書
の
中
で
、『･

･
･
･

母
は
文
字
を
習
っ
た
こ
と
も
な
く
、
上
手
に
書
こ
う
と
い
う
意

図
も
な
く
、
よ
い
書
を
見
る
機
会
も
な
く
、
た
だ
母
の
心
ば
え
か
ら
で
き
あ
が
っ
た
文
字
に
外
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
こ
に
大
ら
か
な
美
し
さ
が
、
一
パ
イ
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
を
北
大
路
魯
山
人
さ

ん
や
、
谷
川
徹
三
先
生
の
よ
う
な
方
が
激
賞
さ
れ
て
い
ま
す･

･
･
･

』。
ま
た
同
じ
ご
著
書
の
中
で
開
祖
さ
ま
の

こ
と
を
、『
わ
た
し
の
祖
母
（
開
祖
）
は
、
茶
の
湯
に
つ
い
て
、
形
の
上
で
は
何
の
か
か
わ
り
も
も
た
れ
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
祖
母
は
高
い
茶
の
こ
こ
ろ
を
身
に
つ
け
て
い
ら
れ
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
大

茶
人
で
あ
っ
た
と
、
わ
た
し
は
い
つ
も
敬
っ
て
い
ま
す
。
祖
母
は
行
な
い
の
、
ふ
と
し
た
節
に
も
、
茶
の
美
し

い
姿
が
宿
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
生
活
に
は
、
い
つ
も
、
茶
で
い
う
─

和
敬
静
寂
─

の
気
が
た
だ
よ
う
て
い
ま

し
た
』（「
私
の
手
帖
」）。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
す
べ
て
、「
人
柄
」
あ
る
い
は
「
人
と
な
り
」「
人
格
」
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
い
ま
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
お
作
品
展
で
、
訪
れ
た
一
般
の
方
々
か
ら
感
動
の
声
や
絶
賛
の

声
が
多
く
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
う
い
う
時
こ
そ「
脚
下
照
顧
」、己
の
再
点
検
に
反
省
し
き
り
で
あ
り
ま
す
。

聖
師
さ
ま
は
、『
月
光
い
よ
い
よ
世
に
出
で
て
の
宣
伝
歌
中
に
〝
四
方
の
国
よ
り
聞
こ
え
来
る
、
誠
の
神
の
声

を
聞
け
〟
と
あ
る
は
、
こ
ち
ら
（
大
本
）
か
ら
向
ふ
へ
行
っ
て
、
向
ふ
よ
り
聞
こ
え
て
く
る
誠
の
神
の
声
を
聞

け
と
い
う
こ
と
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
奥
深
い
お
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘｢

高
照
姫
」「
金
龍
海
五
大
州
茶
盌
」

六
盌
の
う
ち
の
一
盌
（
金
龍
海
周
辺 

土･

金
龍
海
周
辺
松
釉
）
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『
ご
開
祖
の
神
が
か
り
を
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い

人
に
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
ふ
だ
ん
は
や
さ
し

い
、
も
の
し
ず
か
な
教
祖
さ
ま
が
、
神
が
か
り
の

時
は
腹
の
底
か
ら
凛
と
し
た
、
誰
し
も
聞
け
ば
身

の
緊し

ま
る
よ
う
な
、
輝
く
よ
う
な
力
強
い
お
声
が

ほ
と
ば
し
り
出
た
の
で
あ
り
ま
す
』

と
、
二
代
教
主
は
開
祖
の
神
が
か
り
の
様
子
を

こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

な
お
に
懸
か
っ
た
神
は
、『
自
分
は
艮
の
金
神
で

あ
る
』
と
言
い
ま
し
た
。
艮
と
い
っ
た
ら
鬼
門
の

方
角
で
す
。
鬼
門
の
金
神
が
自
分
に
憑
い
た
と
い

う
こ
と
で
、
な
お
自
身
が
一
番
驚
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
声
は
「
三
千
世
界
の
立
替
え
立

直
し
」
を
訴
え
る
声
で
あ
り
、「
人
々
の
改
心
」
を

迫
る
も
の
で
し
た
。

自
分
に
憑
い
た
神
が
、
悪
神
、
た
た
り
神
で
は

な
い
か
と
問
答
す
る
と
、「
そ
う
で
は
な
い
。
自
分

は
三
千
年
間
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
艮
の
金
神
で

あ
る
。
正
し
い
真
の
神
だ
」
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
神
は
口
で
言
わ
す
か
わ
り
に
「
筆

を
持
て
」
と
言
い
ま
し
た
。

な
お
は
「
自
分
は
読
み
書
き
が
で
き
な
い
」
と

答
え
る
と
、
神
さ
ま
は
「
心
配
す
る
な
。
こ
の
方

が
書
く
の
だ
か
ら
、
大
丈
夫
だ
」
と
言
い
、
自
動

書
記
的
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
っ
た
の
で
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
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
。
世
界
は
獣
の
世
に
な
り
て
を
る
ぞ
よ
。
邪
神

に
ば
か
さ
れ
て
、
尻
の
毛
ま
で
抜
か
れ
て
を
り
て

も
、
ま
だ
眼
が
覚
め
ん
暗
が
り
の
世
に
な
り
て
を

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

神
が
表
に
現
れ
て
、
三
千
世
界
の
天
之
岩
戸
開
き

を
致
す
ぞ
よ
』

こ
れ
が
、
出
口
な
お
開
祖
に
神
懸
か
り
さ
れ
た

艮
の
金
神
の
宣
言
で
す
。

こ
の
書
は
開
祖
ご
昇
天
の
大
正
七
年
ま
で
の

二
十
七
年
間
に
、
半
紙
に
約
二
十
万
枚
に
わ
た
っ

て
書
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
大
本
の
根
本
教
典

と
な
る
「
お
筆
先
」
で
す
。

神
界
、
幽
界
、
現
界
の
三
界
を
、
わ
れ
よ
し
強

い
も
の
勝
ち
の
世
界
か
ら
立
替
え
立
直
し
を
し
て
、

地
上
天
国
「
み
ろ
く
の
世
」
を
建
設
す
る
こ
と
が

一
貫
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
み
ろ
く
の
世
へ
の
道
の
り
に
は
、
大
変

な
大
峠
が
あ
る
と
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
大

峠
を
〝
大
難
を
小
難
に
小
難
を
無
難
に
〟
と
祈
り

続
け
る
こ
と
が
、
神
懸
か
り
し
て
か
ら
の
な
お
の

生
涯
で
し
た
。

平
仮
名
と
一
部
漢
数
字
で
示
さ
れ
た
こ
の
「
お

筆
先
」
を
、
の
ち
に
王
仁
三
郎
が
漢
字
を
当
て
て

編
集
し
た
も
の
が
『
大
本
神
諭
』
と
し
て
教
典
に

な
っ
て
い
ま
す
。

神
代
の
因
縁

『
天
の
ご
先
祖
さ
ま
は
、
天
地
い
ま
だ
わ
か
れ
ず
、

陰
陽
未
剖
の
太
初
に
あ
た
り
て
、
大
地
球
の
先
祖

と
し
て
、
国
常
立
尊
を
任
じ
た
ま
い
、
大
地
の
修

理
固
成
を
言
よ
さ
し
た
ま
い
ま
し
た
。
国
常
立
尊

は
、
地
上
の
主
権
を
お
び
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ

え
る
国
土
を
修
理
固
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
神
様

を
、
国
祖
国
常
立
尊
と
申
し
上
げ
ま
す
』

が
多
く
起
こ
っ
た
時
代
で
す
。
そ
の
た
め
、
幼
少

の
こ
ろ
か
ら
子
守
奉
公
で
働
き
に
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
の
貧
し
い
暮
ら
し
ぶ
り
で
し
た
。

嘉
永
六
年
、
十
七
歳
の
時
に
母
方
の
叔
母
に
あ

た
る
出
口
ゆ
り
の
養
女
と
な
っ
て
出
口
家
に
入
り
、

綾
部
市
に
移
り
住
み
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
翌
々
年
、

十
九
歳
の
と
き
に
出
口
政
五
郎
と
結
婚
を
し
ま
す
。

政
五
郎
は
大
変
腕
の
立
つ
大
工
で
性
格
も
楽
天

的
で
し
た
が
、
芝
居
と
お
酒
が
好
き
な
浪
費
家
だ
っ

た
た
め
、
多
額
の
借
金
を
抱
え
る
生
活
で
し
た
。

な
お
は
家
計
を
支
え
る
た
め
、
八
人
の
子
ど
も

を
養
い
な
が
ら
、
糸
引
き
や
ま
ん
じ
ゅ
う
売
り
、

紙
屑
集
め
な
ど
の
仕
事
を
し
て
、
苦
労
を
す
る
生

活
が
続
き
ま
す
。

中
で
も
紙
屑
集
め
に
つ
い
て
、
な
お
の
末
娘
で

あ
る
二
代
教
主
出
口
す
み
は
、
こ
の
よ
う
に
話
し

て
い
ま
す
。

『
世
に
お
ち
て
い
る
神
々
を
お
も
て
に
出
し
て

三
千
年
余
り
て
の
お
仕
組
み
ど
お
り
に
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
お
仕
組
み
の
大
切
な
原
も
と
の
か
た型

と
し
て
神
界
か
ら
の
ご
命
令
で
教
祖
様
に
紙
屑
買

い
を
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
』

つ
ま
り
紙
屑
を
集
め
る
こ
と
は
、
世
に
落
ち
て

散
り
散
り
に
な
っ
て
い
た
紙
（
神
）
を
再
び
世
に

お
出
し
す
る
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

艮
の
金
神
の
ご
帰
神
と
宣
言

そ
し
て
、
な
お
が
五
十
七
歳
の
明
治
二
十
五
年

の
二
月
三
日
に
神
懸
か
り
が
起
こ
り
ま
す
。
な
お

の
口
か
ら
力
強
い
男
の
声
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
声
は
抑
え
よ
う
と
し
て
も
、
自
然
と
腹
の
底

か
ら
込
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。

開
祖
の
生
い
立
ち
と
苦
労

大
本
は
、
明
治
二
十
五
年
の
二
月
三
日
、
艮
の

金
神
と
名
乗
る
神
さ
ま
が
出
口
な
お
開
祖
に
神
が

か
り
し
、
一
貫
し
て
世
の
中
の
〝
わ
れ
よ
し
、
強

い
も
の
勝
ち
〟
の
精
神
を
改
め
て
「
立
替
え
立
直
し
」

し
な
け
れ
ば
人
類
は
滅
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
神

人
一
致
し
た
穏
や
か
な
「
み
ろ
く
の
世
」
を
建
設

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
叫
ば
れ
ま
し
た
。

な
お
は
、
天
保
七
年
旧
暦
十
二
月
十
六
日
、
京

都
府
福
知
山
市
の
桐
村
五
郎
三
郎
の
長
女
と
し
て

生
ま
れ
ま
し
た
。

な
お
の
生
ま
れ
た
時
代
は
「
天
保
の
大
飢
饉
」

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
異
常
気
象
に
よ
る
飢
饉

講師  出
で

口
ぐち

眞
まさ

人
と

（大道場講師）
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郎
、
後
の
王
仁
三
郎
と
の
出
会
い
が
あ
っ
て
、
大

本
の
神
業
が
飛
躍
的
に
発
展
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

神
も
人
も
勇
ん
で
暮
ら
す
世
の
中
に

真
の
立
替
え
立
直
し
は
〝
心
〟
を
変
え
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
神
さ
ま
の
実
在
を
認
識
し
、
も
う
一
度
、

神
も
人
民
も
勇
ん
で
暮
ら
す
世
の
中
に
す
る
こ
と

で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
因
縁
の
あ
る
身
魂
を
引

き
寄
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
魂
が
、
神
さ
ま
の
こ

と
を
理
解
し
、
良
い
世
の
中
を
作
る
ん
だ
と
お
筆

先
に
は
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、
人
間
に
も
三
種
類
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
国
祖
の
大
神
さ
ま
と
同
じ
霊
系
の
人

で
、
国
祖
の
大
神
さ
ま
と
一
緒
に
落
と
さ
れ
て
苦

労
を
重
ね
な
が
ら
も
、
世
の
中
を
良
く
し
よ
う
と

さ
れ
る
霊
系
の
方
た
ち
。
そ
れ
か
ら
、
わ
れ
よ
し
強

い
も
の
勝
ち
で
来
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
ま
ま
で
は

い
け
な
い
、
改
心
し
て
良
い
世
の
中
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
霊
系
の
人
た
ち
。
そ
し

て
も
う
一
つ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
わ
れ
よ
し
強
い

も
の
が
ち
が
一
番
だ
、
と
邪
魔
す
る
霊
系
の
人
た

ち
…
。

皆
さ
ま
方
は
、
苦
労
し
な
が
ら
も
良
い
世
の
中

を
作
ろ
う
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
で
す
。〝
何
か

良
い
世
の
中
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
〟〝
こ

の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
〟
と
魂
の
奥
底
で
は
誰
も

が
そ
う
思
っ
て
い
る
方
々
で
す
。

本
当
に
良
い
世
の
中
を
作
る
た
め
に
は
、
自
分

だ
け
が
幸
せ
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
人
々

の
幸
せ
を
お
祈
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
日
々

の
生
活
を
送
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

し
た
、
国
祖
大
神
さ
ま
の
ご
隠
退
に
よ
っ
て
、
終

末
の
事
態
に
立
ち
い
た
っ
た
人
類
世
界
の
立
替
え

立
直
し
の
た
め
再
び
地
上
神
界
の
主
宰
神
と
し
て

ご
復
権
に
な
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
祝
い
、
寿
ぎ
ま

つ
る
み
祭
り
で
ご
ざ
い
ま
す
』

と
は
開
祖
の
孫
で
あ
る
三
代
教
主
出
口
直
日
の

言
葉
で
す
が
、
毎
年
二
月
三
日
、
綾
部
市
に
あ
る

聖
地
・
梅
松
苑
に
あ
る
長
生
殿
で
執
り
行
わ
れ
る

大
本
の
節
分
大
祭
は
、
国
祖
の
大
神
が
ご
再
現
に

な
っ
た
こ
と
を
お
祝
い
す
る
大
御
祭
で
あ
り
、
と

て
も
重
要
な
意
義
が
あ
る
の
で
す
。

お
筆
先
の
神
髄

三
代
教
主
は
、
お
筆
先
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

『
大
本
の
お
筆
先
は
、
他
の
宗
教
の
教
え
の
よ

う
に
、
文
体
に
学
問
的
な
臭
い
が
あ
る
と
か
、
韻

文
で
飾
ら
れ
て
あ
る
と
か
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
開
祖
さ
ま
が
ご
日
常
、
お
暮
ら
し
の
上
で

お
つ
か
い
に
な
っ
て
い
た
言
葉
の
ま
ま
で
お
諭
し

に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
き
た
、

開
祖
さ
ま
の
お
血
を
通
わ
せ
て
く
だ
さ
る
、
そ
の

ま
ま
に
尊
い
お
言
葉
が
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

も
の
で
あ
り
ま
す
』	

（「
私
の
手
帖
」
第
三
集
）

お
筆
先
に
は
、非
常
に
大
き
な
三
千
世
界
（
神
界
、

幽
界
、
現
界
）
の
立
替
え
立
直
し
か
ら
、
お
水
の

一
滴
、
野
菜
の
赤
葉
一
枚
か
ら
大
事
に
せ
よ
と
い

う
日
常
的
な
教
え
ま
で
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

お
筆
先
は
単
な
る
宗
教
の
教
典
で
な
く
、
神
さ

ま
の
約
束
を
書
き
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
則

を
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
す
。

そ
の
後
、
明
治
三
十
二
年
に
開
祖
と
上
田
喜
三

殺
し
な
ど
の
悪
行
を
厳
禁
す
る
こ
と
』

こ
の
律
法
を
守
り
、
よ
り
良
い
世
の
中
に
し
て

い
こ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
国
祖
の
大
神
の
治
世
は
非
常
に
厳

格
で
、
わ
れ
よ
し
強
い
も
の
勝
ち
の
気
風
を
持
つ

他
の
神
々
が
、
次
々
と
不
平
不
満
を
訴
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
は
天
の
大
神
も
巻
き

込
み
、
国
祖
の
大
神
の
退
隠
を
迫
り
ま
す
。

天
の
大
神
は
説
得
を
試
み
ま
す
が
、
国
祖
の
大

神
は
「
自
分
が
い
な
く
な
れ
ば
世
の
中
は
乱
れ
、

元
の
泥
海
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
断
り
ま
す
。
天

の
大
神
も
そ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
ま
し
た

が
、「
ま
こ
と
に
申
し
訳
な
い
が
、
今
は
あ
の
神
々

の
言
う
よ
う
に
退
隠
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

必
ず
国
祖
に
再
現
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
代
が
く
る
、
そ
の
時
に
は
自
分
も
一
緒
に
活

動
す
る
か
ら
」
と
約
束
を
交
わ
し
た
の
で
す
。

や
む
な
く
国
祖
の
大
神
は
自
ら
ご
退
隠
さ
れ
、

影
か
ら
守
護
さ
れ
る
身
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際

に
艮
（
東
北
）
に
身
を
お
隠
し
に
な
っ
た
た
め	

〝
艮

の
金
神
〟
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

国
祖
の
大
神
が
ご
退
隠
さ
れ
た
あ
と
の
世
の
中

は
、
わ
れ
よ
し
強
い
も
の
勝
ち
の
悪
神
が
は
び
こ

る
世
界
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
次
第
に
荒
れ
果

て
て
い
く
よ
う
に
、
天
の
大
神
は
〝
こ
の
ま
ま
で

は
世
界
は
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
し
ま
う
〟
こ
と

を
悟
ら
れ
、
三
千
年
の
間
影
か
ら
守
護
さ
れ
て
い

た
国
祖
の
大
神
に
再
現
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
明
治
二
十
五
年
の
節
分
の
夜
、
出
口
な

お
の
肉
体
に
帰
神
し
、
ご
再
現
さ
れ
た
の
で
す
。

『
大
本
に
お
け
る
節
分
大
祭
は
、
こ
の
世
の
親
神

さ
ま
で
あ
り
地
上
の
神
界
の
主
宰
神
で
あ
ら
れ
ま

（
太
古
の
神
の
因
縁
）

神
代
の
時
代
に
地
上
界
の
主
宰
神
で
あ
っ
た
国

祖
の
大
神
「
国
常
立
尊
」
こ
そ
、
な
お
に
神
懸
か

り
さ
れ
た
艮
の
金
神
で
あ
り
ま
す
。

『
太
初
の
世
界
は
、
風
清
く
澄
み
、
水
き
よ
く
、

空
青
く
、
日
月
く
も
り
な
く
、
星
は
満
天
に
う
る

は
し
く
輝
き
、
山
青
く
‥
‥
五
風
十
雨
の
順
序
正

し
く
、
あ
た
か
も
黄
金
時
代
、
天
国
楽
園
の
天
地

な
り
き
。
し
か
る
に
体
主
霊
従
的
邪
念
は
、
凝
っ

て
悪
蛇
と
な
り
、
ま
た
悪
鬼
悪
狐
と
な
り
、
そ
の

霊
魂
地
上
に
横
行
闊
歩
し
て
こ
こ
に
、
妖
邪
の
気

満
ち
、
貧
富
の
懸
隔
を
生
じ
、
強
者
は
弱
者
を
し

ひ
た
げ
、
生
存
競
争
激
烈
と
な
り
、
地
上
は
つ
い

に
修
羅
の
巷
と
化
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
神
人
多

く
そ
の
邪
気
に
感
染
し
て
利
己
主
義
を
も
っ
ぱ
ら

と
し
、
遂
に
は
、
至
仁
至
愛
の
大
神
の
神
政
を
壊

滅
せ
む
と
す
る
に
い
た
り
け
る
』

（『
霊
界
物
語
』
第
十
巻
）

国
祖
の
大
神
が
治
め
て
い
た
時
代
は
、
素
晴
し

い
世
界
が
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
妖
邪
の

気
が
満
ち
て
き
ま
す
。

そ
の
気
を
感
じ
た
国
祖
の
大
神
は
、
神
政
を
維

持
し
よ
う
と
「
天
地
の
律
法
」
を
制
定
し
ま
す
。

『
内
面
的
律
法
（
五
戒
律
）

省
み
よ
。
恥
じ
よ
。
悔
い
改
め
よ
。
天
地
を

畏
れ
よ
。
正
し
く
覚
れ
よ
。

外
面
的
律
法
（
三
大
綱
領
）

第
一
に
、
夫
婦
の
道
を
厳
守
し
、
一
夫
一
婦

た
る
べ
き
こ
と
。

第
二
に
、
神
を
敬
い
、
長
上
を
尊
み
、
博
く

万
物
を
愛
す
る
こ
と
。

第
三
に
、互
い
に
嫉
妬
み
、誹
り
、偽
り
、盗
み
、
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倉
展
）」
へ
の
参
観
や

四
月
か
ら
開
催
予
定
の

「
東
光
苑
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
講
座
」
な
ど
に
つ
い

て
も
紹
介
し
た
。

続
い
て
、
茨
城
主
会

天
国
の
城
分
所
の
み
な

さ
ん
が
「
曉
の
大
地
」

の
朗
読
を
奉
納
し
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
百
二
十
一
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・

王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
２
０
１
３
』
は
、
三
月

二
十
日
午
後
二
時
か
ら
三
時
三
十
分
ま
で
、
港
区

新
橋
の
航
空
会
館
に
お
い
て
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣

教
セ
ン
タ
ー
長
を
講
師
に
「
一
つ
の
神
、
一
つ
の

世
界
、
一
つ
の
言
葉—

み
ろ
く
の
世
へ
の
道
筋—

」

と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
十
人
（
内
、

一
般
六
人
）。

講
座
で
は
、
開
教
以
来
示
さ
れ
て
い
る
み
ろ
く

の
世
建
設
、
世
界
の
恒
久
平
和
実
現
に
向
け
て
の

主
活
動
で
あ
る
宗
際
化
活
動
・
世
界
連
邦
運
動
、

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
普
及
活
動
に
つ
い
て
解
説
。「
日

本
は
文
芸
、
宗
教
、
教
育
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

お
い
て
、
世
界
の
中
枢
府
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
「
世
界
は
末
ま
で
疲
れ
き
り
、

行
く
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く

な
っ
た
と
き
、
世
界
平
和
が
開
か
れ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
現
代
を
ど
の
よ
う
に
生
き

る
か
、
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
（
三
十
四
歳
・
男
性
・

一
般
）」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

今
回
は
今
年
度
教
団
方
針
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い

る
〝
祭
祀
宣
教
〟
に
つ
い
て
研
鑚
。
各
機
関
共
通

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
〝
次
世
代
の
祭
式
リ
ー
ダ
ー

の
養
成
〟〝
奉
斎
世
帯
に
お
け
る
月
次
祭
執
行
〟
の

二
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
や
特

徴
な
ど
を
踏
ま
え
、
今
後
大
い
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
を
確
認
し
た
。

各
部
長
か
ら
は
「
ま
つ
り
は
信
仰
の
原
点
な
の

で
、
各
機
関
で
の
祭
式
講
習
会
の
開
催
に
改
め
て

取
組
み
た
い
」
な
ど
の
声
が
聞
か
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭
・
春
季
合
同
慰
霊
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭
・
春
季
合

同
慰
霊
祭
は
三
月
十
日
、
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、

斎
主
・
森
良
秀
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
の
も
と

執
行
さ
れ
、
三
百
九
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
東
京
主
会
、
伶
人
は
宮
咩
会

関
東
支
部
、
少
年
少
女
祭
員
は
涌
井
大
嗣
郎
く
ん
・

三
四
郎
く
ん
兄
弟
、
土
方
清
美
さ
ん
、
榎
戸
真
弥

さ
ん
、
大
本
神
諭
拝
読
は
林
崎
隆
之
福
島
主
会
長
、

添
釜
は
高
野
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
東
日
本
大
震
災
発
生
日
を
翌

日
に
控
え
、
改
め
て
犠
牲
者
へ
の
哀
悼
の
意
と
、

今
な
お
避
難
所
生
活
を
送
ら
れ
る
被
災
者
に
対
し

お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
天
然
力
、

自
然
力
を
用
い
た
安
心
・
安
全
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
開

発
へ
の
転
換
を
訴
え
た
ほ
か
、
日
本
人
一
人
ひ
と

り
の
心
と
生
活
の
在
り
方
を
省
み
る
こ
と
、
日
・
水
・

土
・
空
気
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
こ
と
を
説
い
た
。

ま
た
三
月
十
九
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
開
催
さ

れ
る
「
出
口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
（
鎌

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
月７

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時

	

東
光
苑
観
桜
茶
会

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
春
季
大
祭
（
教
主
さ
ま
ご
臨
席
）

17
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

	

講
題

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
を

生
き
る
た
め
の
患
者
学

講
師

加
藤
眞
三
（
慶
應
義
塾
大
学
看
護

医
療
学
部
教
授
）

会
場	

航
空
会
館（
港
区
新
橋
１—

18—

１
）

21
日
（
日
）	

午
後
２
時
30
分
執
行

	

企
業
繁
栄
祈
願
祭
（
31
回
）

29
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

四
代
教
主
毎
年
祭
（
12
年
）

５
月４

日
（
土
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
（
111
年
）
教
主

補
（
116
年
）
聖
誕
祭

５
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	
	

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

	

12
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	
	

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

15
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2013
」

	

講
題

出
口
王
仁
三
郎
の
預
言

〜
み
ろ
く
の
世
の
姿
〜

	

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

天国の城分所の月次祭でも定期的に
奉納されている「曉の大地」の朗読

各章ごとにテキストを音読した
あと講師が細かく解説を行った

教
本
３
級
認
定
講
習
会

「
教
本
三
級
認
定
講
習
会
」
は
、
二
月

二
十
三
・
二
十
四
の
両
日
に
開
催
さ
れ
、
の
べ

二
十
五
人
が
参
加
し
た
。

講
師
は
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
は
じ

め
職
員
八
人
が
担
当
。「
実
践
リ
ー
ダ
ー
教
本
『
初

級
編
』」
を
テ
キ
ス
ト
に
、
第
一
章
「
大
本
と
は
」

か
ら
第
九
章
「
聖
地
の
祭
り
」
ま
で
を
全
員
で
音

読
学
習
し
た
ほ
か
、
各
章
ご
と
に
練
習
問
題
と
信

徒
・
未
信
徒
役
に
分
か
れ
て
の
対
話
実
習
を
実
施
。

最
後
に
筆
記
問
題
と
対
話
実
習
形
式
の
〝
理
解

度
チ
ェ
ッ
ク
〟
に
挑
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
本
信
徒
と
し
て
の
使
命
の

大
切
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
．
理
解
し
て
い
る
つ
も

り
で
も
、
改
め
て
教
え
て
い
た
だ
き
大
変
勉
強
に

な
り
ま
し
た
（
六
十
歳
代
・
女
性
）」「
充
実
し
た

内
容
に
驚
き
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
は
最
低
知
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
教
義
が
わ
か
り
や
す

く
ま
と
め
ら
れ
て
い

て
、
こ
れ
を
し
っ
か
り

マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
宣
教

に
大
い
に
役
立
つ
と
思

い
ま
す
（
六
十
歳
代
・

女
性
）」
な
ど
の
感
想

が
寄
せ
ら
れ
た
。

関
東
教
区
祭
務
部
長
研
修
会

「
関
東
教
区
各
機
関
祭
務
部
長
研
修
会
」
は
、
二

月
二
十
四
日
午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま

で
開
催
さ
れ
、
七
機
関
の
祭
務
部
長
が
参
加
し
た
。


