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聖
師
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1　　　阿づまの光

手て

を
拍う

ち
て
祈い

の

る
は
よ
か
れ
皇す

め

神か
み

の

	

心
こ
こ
ろ

汲く

ま
ず
ば
い
さ
を
し
も
な
し

神
は
非ひ

理り

を
悦
よ
ろ
こ

び
給た
ま

は
ず
、
非ひ

禮れ
い

を
享う

け
給た
ま

は
ず		

	

祭
務
課
長
　
和わ

田だ

桂け
い

一い
ち

前
回
、「
ま
る
で
蝉
が
鳴
く
よ
う
な
祝
詞
奏
上
は
、
神
さ
ま
に
届
か
な
い
‥
‥
」
と
書
い
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
度
は
も
う
一
歩
進
ん
で
〝
大
神
さ
ま
に
お
仕
え
す
る
〟
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

表
題
は
聖
師
さ
ま
の
お
示
し
で
、
祈
り
を
お
受
け
に
な
る
神
さ
ま
が
、
私
た
ち
の
状
態
を
ご
覧
に
な
ら
れ

た
感
想
（
御
神
慮
）
が
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。「
理
」
は
物
事
の
こ
と
わ
り
、
筋
道
、
法

則
等
。「
禮
」
は
敬
う
こ
と
、
礼
儀
、
儀
礼
な
ど
を
表
す
。

聖
師
さ
ま
の
こ
の
お
示
し
で
は
、『
神
に
仕
ふ
る
の
道
』
は
、｢

理｣

も｢

禮｣

も
『
一
路
に
在
り
と
す
る
』

と
示
さ
れ
、
共
に
同
じ
方
向
の
線
上
に
あ
っ
て
大
切
な
要
素
な
が
ら
、『
信
を
先
に
し
誠
に
止
ま
る
可べ

し
。
理

も
禮
も
ま
た
自
お
の
ず

か
ら
之こ
れ

に
伴
ふ
』
と
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
さ
ま
に
お
仕
え
し
祈
る
に
は
、
ま
ず｢

理
（
信
）｣

か
ら
取
り
組
ま
ね
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
で
躓
つ
ま
ず

く
と
神
さ
ま
の
ご
亀き

鑑か
ん

、
み
心
に
叶
わ
ぬ
ば
か
り
か
、
肝
心
の

礼
を
尽
く
し
た
誠
も
、
満
足
に
ご
享
受
い
た
だ
け
ぬ
や
も
し
れ
な
い
‥
‥
。

こ
れ
で
は
い
け
な
い
！　

で
は
ど
う
す
れ
ば
‥
‥
。『
眞
の
理
は
賢け
ん

に
非あ

ら

ず
ん
ば
徹て

つ

せ
ず
』
し
か
も
、『
徹

せ
さ
る
の
理
は
疑
惑
を
生
じ
』
と
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
。
神
さ
ま
に
疑
惑
を
も
た
れ
て
は
、
人
と
し
て
生

き
る
術す
べ

す
ら
見
失
っ
て
し
ま
う
。
信
仰
に
お
い
て
理
路
整
然
と
し
て
賢
明
な
理
こ
と
わ
り、
法
則
と
は
何
か
!?　

私
は
、

祭
祀
の
観
点
か
ら
み
て
、
そ
れ
は｢

祭
式｣

だ
と
思
っ
て
い
る
。『
ア
、
實
に
信
（
＝
理
）
は
神
と
和
す
る
の

所ゆ

え

ん以
に
し
て
‥
‥
神
に
和
せ
ざ
れ
ば
人
格
は
向
上
し
難
く
』
と
も
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
る
。｢

信
（
＝

理
）｣

の
と
こ
ろ
を｢

祭
式｣

に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
‥
‥
。
な
に
も
祭
式
の
指
導
者
を
目
指
さ
ず
と
も
、
家
庭
で

の
月
次
祭
（
祭
式
三
級
）、
さ
ら
に
祖
霊
さ
ま
の
年
祭
、
慰
霊
祭
は
自
ら
の
手
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
大

本
信
徒
は｢

同
殿
同
床｣

を
お
許
し
い
た
だ
き
、
直
々
に
礼
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
。

最
近
は
、
正
座
の
で
き
に
く
い
方
が
増
え
、
椅
子
を
用
い
た
場
合
の
所
作
も
固
ま
っ
て
き
た
。
身
体
や
時

間
の
都
合
等
、
事
情
は
違
え
ど
も
、
ま
つ
り
の
道
は
永
々
に
続
い
て
い
く
。
東
光
苑
の
三
月
・
九
月
は
、
毎

年
「
祭
式
講
習
会｣

の
季
節
と
決
ま
っ
て
い
る
。

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
み
ろ
く
（
三
六
九
）」

［
本
宮
山
土
・
月
宮
宝
座
松
釉
］
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陽
や
月
は
人
間
や
地
球
に
と
っ
て
、
特
別
な
つ
な

が
り
、
関
係
、
秩
序
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
自
分
は
科
学
し
た
結

果
、
ど
ん
な
切
れ
端
に
も
秩
序
が
あ
る
。
秩
序
を

与
え
た
も
の
は
、
神
で
あ
る
』
と
し
、
宇
宙
、
自

然
が
ま
さ
に
神
な
の
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。

王
仁
三
郎
が
著
し
た
教
典『
霊
界
物
語
』に
は『
宇

宙
の
本
源
は
、
活
動
力
に
し
て
即
ち
神
な
り
』『
万

有
は
活
動
力
の
発
現
に
し
て
神
の
断
片
な
り
』
と

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
出
口
日
出
麿
の
『
信
仰
覚
書
』

に
は
『
大
宇
宙
は
生
き
て
い
る
。
ゆ
え
に
呼
吸
す
。

呼
吸
に
よ
り
て
万
物
運
動
す
。
呼
吸
は
、
リ
ズ
ム

な
り
。
ゆ
え
に
万
物
の
運
動
は
リ
ズ
ム
と
な
り
、

大
宇
宙
の
呼
吸
運
動
の
お
よ
ぼ
す
影
響
の
差
別
に

よ
り
て
、
万
物
の
リ
ズ
ム
に
差
を
生
ず
』
と
い
う

一
文
が
あ
り
ま
す
。

一
本
の
ツ
バ
キ
と
同
じ
こ
と
が
、
普
遍
的
に
宇

宙
規
模
で
も
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は

四
大
主
義
と
し
て
説
明
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
私
た

ち
人
間
も
、
こ
の
四
大
主
義
に
習
い
、
こ
れ
を
実

践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
を
愉
快
に
楽
し
く

歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

清
潔
主
義

四
大
主
義
の
中
で
も
、
特
に
重
要
な
項
目
が
清

潔
主
義
で
す
。
清
潔
と
は
一
般
に
は
汚
れ
が
な
く

衛
生
的
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
で
す
が
、
出
口
日

出
麿
は
『
清
潔
と
い
う
も
の
も
単
に
目
に
見
え
る

物
質
的
方
面
の
み
で
な
し
に
、
霊
的
な
方
面
、
心

の
方
面
、
目
に
見
え
な
い
方
面
を
も
含
め
て
い
る
』

『
そ
の
両
方
の
不
断
の
修
祓
、
す
な
わ
ち
絶
え
ざ
る

お
浄
め
で
あ
り
ま
す
』
と
教
え
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
と
、
目
に
見
え
な
い
霊
的
な
方
が
大

事
だ
と
説
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

循
環
し
な
け
れ
ば
止
ま
り
、
停
滞
し
、
積
ま
れ

て
い
く
わ
け
で
す
。「
罪
」
と
は
〝
積つ

み
〟
や
〝
包つ
つ

人
間
も
植
物
と
同
じ
よ
う
な
は
た
ら
き
を
し
て

い
ま
す
。
呼
吸
し
、
栄
養
を
取
り
入
れ
た
後
、
老

廃
物
と
な
っ
て
出
し
つ
つ
、
統
一
体
と
し
て
成
長

し
て
い
ま
す
。

一
九
九
〇
年
頃
に
登
場
し
た
「
ガ
イ
ア
理
論
」

で
は
、
地
球
を
人
間
の
よ
う
な
一
つ
の
生
命
体
と

し
て
と
ら
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
が
あ
る
と
し

て
い
ま
す
。
鉱
物
も
植
物
も
動
物
も
自
然
界
の
何

も
か
も
が
、
一
つ
の
生
命
体
と
し
て
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
の
で
す
。

地
球
は
生
き
て
い
て
、
そ
の
中
か
ら
私
た
ち
も

生
ま
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
『
旧
約
聖
書
』
で
は
、

神
さ
ま
は
土
を
こ
ね
て
ア
ダ
ム
、
人
間
を
造
っ
た

と
い
う
の
も
理
解
で
き
ま
す
。

無
機
質
に
み
え
る
お
月
さ
ま
も
、
地
球
の
生
命

と
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
人
の
生
死

に
は
潮
の
満
ち
干
き
と
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
動
植
物
の
生
育
も
少
な
か
ら
ず
こ
の

影
響
を
受
け
、
産
卵
や
誕
生
が
満
月
、
新
月
に
繰

り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
新
の
研
究
で
、
鮭
は
月

の
光
を
頼
り
に
回
遊
し
、
新
月
の
頃
、
エ
ラ
の
機

能
を
淡
水
用
に
変
え
、
川
に
入
り
遡そ

上じ
ょ
うす

る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
雲
仙
普
賢
岳
や
伊

豆
大
島
の
火
山
の
爆
発
も
、
満
潮
時
と
重
な
っ
て

い
て
、
潮
汐
力
と
噴
火
や
地
震
は
統
計
に
裏
づ
け

さ
れ
て
い
ま
す
。

太
陽
も
、
紫
外
線
や
太
陽
嵐
な
ど
悪
影
響
も
あ

り
ま
す
が
、
光
と
熱
を
も
っ
て
、
ま
さ
に
私
た
ち

の
命
の
元
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
太

楽
天
主
義

『
楽
天
と
申
し
ま
す
の
は
、
こ
れ
は
天
命
を
楽
し

む
。
そ
し
て
、
天
命
と
は
性
で
あ
り
、
い
ろ
ん
な

個
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
性さ

が

」
と
い
い
ま
す
。

つ
ま
り
惟

か
ん
な
が
ら

神
の
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
る
天
職
使

命
、
そ
れ
が
「
性
」
で
あ
り
、
天
命
で
あ
る
。
命

は
、
お
い
い
つ
け
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
い
の
ち
で

あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
に
、
人
間
と
か
動
物

ば
か
り
で
な
し
に
、
植
物
に
も
鉱
物
に
も
性
が
あ

り
、
天
の
お
い
い
つ
け
が
あ
り
、
そ
の
も
の
独
特

の
い
き
の
み
ち
、
す
な
わ
ち
、
い
の
ち
が
あ
る
で

あ
り
ま
し
て
、
一
切
が
そ
の
性
に
し
た
が
っ
て
天

地
の
化
育
に
参
じ
て
お
れ
ば
、
惟
神
に
ほ
が
ら
か

で
た
の
し
い
の
で
あ
り
ま
す
』（
信
仰
叢
話
）

さ
ら
に
楽
天
と
は
、
信
仰
的
刹せ

つ

那な

主
義
と
言
い

「
今
」
と
い
う
瞬
間
の
最
善
を
尽
く
す
こ
と
で
す
。

こ
の
最
善
と
は
、
今
現
在
の
最
善
で
あ
り
、
次
の

瞬
間
、
そ
の
最
善
は
変
わ
っ
て
も
い
い
、
そ
の
時

に
良
い
と
思
っ
た
こ
と
を
し
な
さ
い
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
過
ぎ
越
し
、
取
り
越
し
苦
労
は

禁
物
で
、
天
命
の
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
が
最
善

で
あ
る
の
で
す
。

一
般
に
『
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ
』
と

言
い
ま
す
が
、
大
本
の
教
え
で
は
『
天
命
を
知
っ

て
人
事
を
尽
く
す
』
と
な
り
ま
す
。
あ
り
の
ま
ま
、

な
る
が
ま
ま
の
姿
が
真
理
に
か
な
う
こ
と
こ
そ
が
、

究
極
的
な
楽
天
主
義
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。進

展
主
義

進
展
は
、	〝
良
く
な
り
た
い
〟
と
い
う
願
望
で
、

こ
れ
は
万
物
共
通
の
も
の
で
す
。
し
か
し
、
棚
ぼ

た
は
禁
物
。
し
か
も
、
実
際
の
進
展
は
一
本
調
子

で
は
な
く
、
良
い
時
も
、
悪
い
時
も
あ
り
、
そ
れ

を
繰
り
返
し
な
が
ら
よ
り
良
く
成
長
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
す
。

例
え
ば
、
学
校
時
代
は
次
の
学
年
に
な
る
ま
で

の
一
年
間
が
長
く
感
じ
て
も
、
学
年
が
上
が
っ
た

ら
一
気
に
成
長
し
た
感
覚
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
階
段
的
な
上
が
り
方
も
進
展
の
一
つ
の
道
筋

で
、
忍
耐
も
大
事
で
必
要
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
し

て
、
進
展
し
て
い
く
の
を
螺ら

旋せ
ん

的
進
展
と
言
い
ま

す
。
人
生
の
中
で
同
じ
よ
う
な
失
敗
を
し
て
も
、

二
十
歳
の
時
に
し
た
の
と
、
五
十
歳
の
時
で
は
実

は
違
っ
て
い
ま
す
。
経
験
を
積
ん
で
い
る
分
、
確

実
に
進
ん
で
い
る
の
で
す
。

少
々
苦
し
く
て
も
ク
ヨ
ク
ヨ
せ
ず
に
向
か
っ
て

行
け
ば
、
必
ず
次
の
段
階
へ
進
ん
で
行
け
ま
す
。

一
直
線
で
も
順
風
ば
か
り
で
も
な
い
。
だ
か
ら
喜

び
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

統
一
主
義

『
統
一
は
四
つ
の
主
義
の
中
で
い
ち
ば
ん
大
事
な

も
の
で
あ
り
ま
す
。
統
一
の
重
要
性
、
こ
れ
は
言

わ
ず
し
て
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
統
一
が
な
か
っ

た
ら
、
す
べ
て
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
で
あ
る
。
す
べ
て

の
生
命
、
生
命
体
、
生
命
力
は
統
一
の
状
態
に
お

い
て
、
は
じ
め
て
完
全
に
発
育
し
て
行
く
こ
と
が

で
き
る
。
統
一
が
な
か
っ
た
ら
芽
を
出
す
こ
と
も

発
育
し
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
な
い
』（
信
仰
叢
話
）

『
言
わ
ず
と
し
て
わ
か
る
』
と
あ
り
ま
す
が
、
わ

か
っ
て
い
な
い
の
が
、
今
の
人
間
、
世
の
中
で
す
。

国
は
自
国
の
利
益
だ
け
、
人
は
自
分
た
ち
の
所
属

し
て
い
る
団
体
の
権
益
だ
け
を
主
張
し
て
、
ぶ
つ

か
り
対
立
す
る
姿
が
目
立
ち
ま
す
。

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
六
月
九
日
、
人

類
愛
善
会
の
創
立
主
旨
と
し
て
、
王
仁
三
郎
は
次

の
よ
う
に
発
表
し
て
い
ま
す
。

『
抑

そ
も
そ

も
人
類
は
本
来
兄
弟
同
胞
で
あ
り
、
一
心
同

体
で
あ
る
。
此
本
義
に
立
帰
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、

万
人
霊
性
深
奥
の
要
求
で
あ
り
、
ま
た
人
類
最
高

の
理
想
で
あ
る
』

人
は
民
族
や
、国
、人
種
の
違
い
を
言
い
ま
す
が
、

人
類
皆
兄
弟
と
思
う
こ
と
が
、
万
人
の
心
の
奥
底

に
あ
る
本
来
の
思
い
、
要
求
で
あ
り
、
統
一
へ
の

道
で
あ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
、
早
く

そ
こ
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
、
統
一
は
遠
退
い
て
し

ま
う
の
で
す
。

本
日
の
ま
と
め
と
し
て
「
四
大
主
義
」
実
践
に

向
け
て
の
心
得
を
紹
介
し
ま
す
。『
小
さ
い
自
己
に

執
着
す
る
か
ら
悩
み
が
多
く
な
る
の
だ
。
よ
く
人

の
言
動
を
観
察
し
て
み
る
に
、
そ
の
十
中
の
九
分

九
厘
は
自
己
か
ら
発
し
て
い
る
。︻
中
略
︼
世
界
は

自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、

時
に
は
、
自
己
を
ま
っ
た
く
放
れ
た
犠
牲
心
を
発

揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

今
の
世
に
も
っ
と
も
欠
け
て
い
る
こ
と
で
、
も
っ

と
も
必
要
な
も
の
は
、こ
の
犠
牲
心
で
あ
ろ
う
』『
世

の
中
を
よ
く
す
る
、
た
っ
た
一
つ
の
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
〝
好
意
〟
で
あ
る
』（
信
仰
覚
書
）

出
口
な
お
開
祖
と
四
大
主
義

最
後
に
補
足
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。

出
口
な
お
開
祖
の
著
し
た
も
の
に
は
、
直
接
「
四

大
主
義
︱
清
潔
、
楽
天
、
進
展
、
統
一
」
の
言
葉

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
『
お
筆
先
』
に
繰
り
返

し
示
さ
れ
る
『
身
霊
を
磨
く
』、『
世
の
大
洗
濯
、

大
掃
除
』
と
い
う
言
葉
か
ら
は
清
潔
主
義
。『
立
替

え
立
直
し
』、『
神
が
勇
め
ば
勇
む
世
に
な
り
て
、

人
民
も
よ
く
な
る
ぞ
よ
』
か
ら
は
進
展
主
義
。『
神

が
か
ま
わ
な
行
け
ぬ
世
』、『
一
つ
の
王
で
お
さ
め

る
』
か
ら
は
統
一
主
義
が
そ
れ
ぞ
れ
読
み
取
れ
る

も
の
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
『
お
筆
先
』
は
、
す

べ
て
が
宇
宙
の
創
造
主
神
の
ご
意
志
で
あ
り
、
万

人
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
人
は
そ
の
「
天
命
」
の
ま
ま
進
む
べ
き
存
在

と
な
り
、
こ
こ
か
ら
楽
天
主
義
と
い
う
こ
と
も
ご

理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

み
隠
す
〟
と
い
う
意
味
で
す
。
経
済
面
で
い
え
ば
、

企
業
や
一
部
の
人
間
が
独
占
し
て
し
ま
う
と
、
循

環
し
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
金
は
天
下
の

回
り
も
の
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
回
り
循
環
し

て
こ
そ
経
済
は
う
ま
く
行
く
も
の
で
す
。

地
球
環
境
の
問
題
も
、
異
常
気
象
に
よ
る
砂
漠

化
や
食
糧
不
足
は
、
人
災
だ
と
い
い
ま
す
。
表
面

的
に
は
、
人
間
の
エ
ゴ
に
よ
る
乱
開
発
や
戦
争
や

南
北
格
差
な
ど
の
理
由
が
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ

れ
ら
の
事
柄
が
起
こ
る
根
本
に
あ
る
の
が
、
私
た

ち
人
間
の
心
で
す
。〝
わ
れ
よ
し
〟
に
走
り
、
他
を

恨
ん
だ
り
、
妬
み
、
憎
ん
だ
り
す
る
心
が
積
り
積

も
っ
て
、
ウ
ミ
、
犠
牲
が
出
て
い
る
の
で
す
。

大
三
災
小
三
災
の
頻
発
も

　
　
人
の
心
の
反
映
な
り
け
り

こ
れ
は
出
口
王
仁
三
郎
の
歌
で
す
。
大
三
災
と

は
「
風
、
水
、
火
」
を
言
い
、
自
然
の
大
災
害
を
、

小
三
災
と
は「
飢
、病
、戦
」を
指
し
ま
す
。
戦
と
言
っ

て
も
戦
争
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
上
の
争
い
、
経

済
の
争
い
、
権
力
の
争
い
な
ど
全
て
で
す
。
病
は
、

流
行
病
の
こ
と
で
、
最
近
も
特
に
新
し
い
も
の
が

増
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

二
十
年
程
前
に
、
あ
る
宗
教
者
の
集
ま
り
で
大

本
の
者
が
「
地
球
規
模
で
問
題
が
出
て
き
て
い
る

の
は
、
や
は
り
人
の
心
が
悪
化
し
、
自
然
に
対
す

る
感
謝
を
忘
れ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
」
と
、
発
言

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
「
そ
れ
は
大

本
さ
ん
の
独
自
の
教
え
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と

一い
っ

蹴し
ゅ
うさ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近

は
民
放
ニ
ュ
ー
ス
の
コ
メ
ン
ト
で
も
「
や
は
り
自

然
が
何
か
、
人
間
に
訴
え
か
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
？
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

少
し
ず
つ
で
す
が
、
世
の
中
が
変
わ
っ
て
き
て
、

〝
自
分
の
生
き
方
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
〟
と

思
う
人
が
増
え
て
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

四
大
主
義
と
は

「
四
大
主
義
」
を
最
初
に
説
い
た
の
は
、
出

口
王
仁
三
郎
聖
師
で
す
。
そ
れ
を
三
代
教
主
補

の
出
口
日
出
麿
が
平
易
に
解
説
し
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
、
こ
れ
を
引
用
し
ま
す
。

出
口
日
出
麿
は
『
四
大
主
義
は
清
潔
、楽
天
、

進
展
、
統
一
の
こ
の
四
つ
を
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。
四
つ
の
大
き
い
根
本
の
行
き
方
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
四
つ
相
関
連
し
て
、
そ
こ
に
深
い

意
味
が
あ
り
、連
鎖
が
あ
り
ま
す
』（
信
仰
叢
話
）

と
説
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
本
日
は
こ
こ

に
一
輪
の
ツ
バ
キ
を
準
備
し
ま
し
た
。
葉
は
光

合
成
や
呼
吸
を
し
、
こ
の
枝
は
い
ろ
ん
な
も
の

を
行
き
来
さ
せ
、
根
は
土
の
中
か
ら
水
や
栄
養

を
吸
い
上
げ
る
と
い
っ
た
循
環
、
新
陳
代
謝
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
は
た
ら
き
を
「
清
潔
」

と
と
ら
え
ま
す
。
さ
ら
に
枝
は
葉
を
支
え
、
花

は
皆
さ
ん
に
美
し
い
と
思
っ
て
も
ら
い
、
花
粉

を
飛
ば
し
て
次
代
に
つ
な
げ
る
と
い
う
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。
天
命
を
果
た
し
、
こ
れ
を

楽
し
む
姿
で
す
か
ら
「
楽
天
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
成
長
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
「
進
展
」
で
す
。
最
後
に
一
本
の
ツ
バ

キ
で
も
、
葉
、
茎
、
根
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
違
う

働
き
を
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、

一
つ
の
生
命
体
を
保
つ
た
め
で
す
。
こ
れ
が「
統

一
」
に
な
り
ま
す
。

講師  猪
い の

子
こ

恒
ひさし

（東京宣教センター次長）

掲
載
文
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
十
六
日
に
航
空
会
館
（
港
区
新
橋
）
で

開
催
し
た
「
大
本
公
開
講
座
」
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

普
遍
の
真
理
「
四
大
主
義
」

～
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
～

普
遍
の
真
理
「
四
大
主
義
」

普
遍
の
真
理
「
四
大
主
義
」

～
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
～

～
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
～

出
口
な
お

王
仁
三
郎

の
世
界
を
語
る

大本公開講座
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木
花
枝
直
心
会
神
奈

川
連
合
会
長
よ
り
大

本
本
部
、
直
心
会
、
青

松
会
、
大
本
青
年
部
、

関
東
教
区
直
心
会
連

合
会
か
ら
の
記
念
品

の
贈
呈
と
祝
辞
が
述

べ
ら
れ
、
最
後
に
新

成
人
を
代
表
し
て
近

藤
広
宙
さ
ん
が
答
辞
を
述
べ
た
。

式
典
終
了
後
、
新
成
人
は
東
光
庵
の
添
釜
に
入

席
し
、
関
東
教
区
青
年
部
主
催
に
よ
る
「
成
人
祝

賀
会
」
に
出
席
し
た
。

大
本
公
開
講
座

第
百
三
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
４
』
は
、
一
月

十
五
日
午
後
七
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館

で
開
催
さ
れ
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長

が
「
大
本
の
神
示
と
世
界
の
将
来—

出
口
な
お
の

帰
神
と
お
筆
先—

」
と
題
し
て
講
演
し
た
。
参
加

者
は
十
三
人
（
内
、
一
般
三
人
）。

講
座
で
は
、
出
口
な
お
開
祖
の
出
生
か
ら
ご
昇

天
に
な
る
ま
で
の
ご
生
涯
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
国

祖
の
ご
隠
退
と
ご
再
現
を
説
き
、「
お
筆
先
の
精
神

は
、
人
心
の
立
替
え
立
直
し
で
あ
り
、
個
人
の
行

い
が
、
世
の
中
を
良
く
す
る
と
信
念
を
持
つ
こ
と

が
大
切
で
あ
る
」
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、「
大
本
神
諭
に
示
さ
れ
た
こ
と

が
現
在
に
も
当
て
は
ま
り
、
ま
さ
に
真
実
、
真
理

で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
」（
男
性
・
一
般
）
等
の
声

が
寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
新
年
祭

平
成
二
十
六
年
甲
午
東
光
苑
新
年
祭
は
、
元
旦

の
午
前
七
時
か
ら
斎
主
・
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン

タ
ー
次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
百
十
五
人
が
参
拝

し
た
。

祭
典
後
、
参
拝
者
全
員
で
教
主
さ
ま
の
お
写
真

に
年
賀
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
た
後
、
教
主

さ
ま
の
新
年
ご
あ
い
さ
つ
を
映
像
を
通
し
て
拝
聴
。

最
後
に
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
新
年

の
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
。

そ
の
後
、
お
神
酒
接
待
が
行
わ
れ
、
食
堂
で
は

神か
み

代よ

餅も
ち

の
直
会
を
い
た
だ
い
た
。

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典
は
一
月
十
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
出
口
京
太
郎
大

本
本
部
相
談
役
の
も
と
執
行
さ
れ
、
三
百
八
十
六

人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
東
京
主
会
、
伶
人
は
宮み

や

咩の
め

会か
い

関
東
支
部
、

大
本
神
諭
拝
読
は
大
坂
泰
造
東
京
主
会
長
、
少
年

少
女
祭
員
は
東
京
主
会
の
土ひ

じ

方か
た

清き
よ

身み

さ
ん
・
涌わ
く

井い

三さ
ん

四し

郎ろ
う

く
ん
・
石い
し

川か
わ

諒り
ょ
うく
ん
・
石い
し

川か
わ

可か

純す
み

さ
ん
、

添
釜
は
宇
野
社
中
の
皆
さ
ん
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
、
本
年
度
の
教
団
方
針
達
成
の

た
め
に
一
人
ひ
と
り
が
「
祈
り
と
実
践
」
に
努
め

る
こ
と
を
促
し
、
合
わ
せ
て
新
成
人
へ
の
祝
辞
を

述
べ
た
。

次
い
で
出
口
京
太
郎
相
談
役
に
よ
る
記
念
講
話

「
新
春
に
思
う
」
が
行
わ
れ
、
体
験
談
を
紹
介
し
な

が
ら
、神
さ
ま
の
御
心
に
よ
り
〝
生
か
さ
れ
て
い
る
〟

こ
と
へ
感
謝
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
た
。

続
い
て
、
駒
形
康
義
大
本
青
年
部
長
が
「
高
校

生
講
座
」・「
夏
期

学
級
」
の
意
義
を

述
べ
、
青
少
年
部

行
事
へ
の
参
加
送

り
出
し
を
呼
び
か

け
た
。

成
人
式
典
で
は

は
じ
め
に
近こ

ん

藤ど
う

広ひ
ろ

宙み
ち

さ
ん
（
埼
玉
主

会
）、
神じ

ん

教み
ち

雄お

さ

ん
（
東
京
本
部
直

属
）、
峰み

ね

尾お

ひ
か
り

さ
ん
（
東
京
主
会
）

の
新
成
人
三
人
を

紹
介
。
続
い
て
鈴

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

２
月３

日
（
月
）	

午
後
６
時
30
分
執
行

	

開
教
百
二
十
二
年
節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・	

	

四
代
教
主
聖
誕
祭

９
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
月
次
祭
・
豊
年
祈
願
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
大
祭

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2014
」

	

講
題

救
世
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

〜
出
口
王
仁
三
郎
と
霊
界
物
語
〜

	

講
師

斉
藤
泰
（
教
学
研
鑚
所
事
務
局
主
幹
）

22
日
（
土
）
23
日
（
日
）

	

教
本
３
級
認
定
講
習
会

３
月10

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

東
光
苑
月
次
祭
・
交
通
安
全
祈
願
祭

	

関
東
教
区
春
季
合
同
慰
霊
祭

19
日
（
水
）
　
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

「
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
2014
」

	

講
題

一
つ
の
神
、一
つ
の
世
界
、一
つ
の
言
葉

〜
み
ろ
く
の
世
へ
の
道
筋
〜

	

講
師

猪
子
恒
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

22
日
（
土
）
23
日
（
日
）

	

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

30
日
（
日
）

	

東
光
苑
観
桜
茶
会

31
日
（
月
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

二
代
教
主
毎
年
祭
（
62
年
）

東光苑春季祭式講習会
日　程 ３月２２日（土）午前９時より受付

〜２３日（日）午後５時ごろ閉講予定

会　場 東光苑（大本東京本部・東京宣教センター）

参加費 １人１, ０００円

	 ※食事・宿泊代は別途実費を徴収します

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・年祭・

	 	 合祀祭など

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

京本部祭務課「春季祭式講習会」宛にお申込

み下さい

定　員 ４０人　

締　切 ３月１７日（月）必着

認定試験	 初級・中級の大本祭式認定試験は、昨年９月の秋

季祭式講習会をご受講された方が対象となります

成人おめでとうございます


