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口
王
仁
三
郎
聖
師
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1　　　阿づまの光

大
本
の
無
二
の
た
か
ら
は
遠お

ち
こ
ち近
に

　
　
　
　
　
道
つ
た
へ
行
く
宣
伝
使
な
る

　
休
み
の
日
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祭
務
課
長
　
髙た

か

野の

春は
る

樹き

11
月
と
も
な
り
ま
す
と
、
朝
晩
肌
寒
く
感
じ
、
長
く
歩
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
汗
も
か
か
な
く
な
り
、
散
歩
に

良
い
季
節
で
す
。

東
京
本
部
か
ら
不
忍
通
り
を
北
へ
向
か
う
と
、
根
津
、
千
駄
木
と
い
う
文
京
区
の
地
域
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
東
に
入
る
と
台
東
区
谷や

中な
か

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
戦
災
に
遭
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
古
い
町
並
み

や
入
り
組
ん
だ
路
地
が
残
っ
て
お
り
、
新
旧
織
り
交
ざ
っ
た
雰
囲
気
が
と
て
も
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

「
谷
中
銀
座
」
は
す
ぐ
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
短
い
通
り
で
す
が
、
屋
根
の
上
に
猫
の
置
物
が
乗
っ

て
い
た
り
、
本
物
の
猫
に
出
会
え
た
り
し
ま
す
。
突
き
当
り
の
階
段
を
越
え
て
し
ば
ら
く
行
く
と
、
日
暮
里

駅
で
す
。
高
層
の
建
物
が
い
く
つ
か
そ
び
え
、「
舎と

ね
り人
ラ
イ
ナ
ー
」
と
い
う
自
動
制
御
の
電
車
が
頭
の
上
を
走
っ

て
い
て
、雰
囲
気
が
一
変
す
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、駅
裏（
南
側
）に
は
谷
中
墓
地
が
広
が
っ

て
い
て
、
夜
は
結
構
ス
リ
ル
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
北
へ
行
く
と
西
日
暮
里
駅
が
あ
り
、
飲
食
店
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
ま
す
。
反
対
の
南
へ
向
か

う
と
、
鶯
谷
駅
で
す
。
そ
こ
か
ら
上
野
の
森
に
戻
る
途
中
、
美
術
館
、
博
物
館
や
寺
院
が
多
く
あ
り
、
静
か

な
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が
味
わ
え
ま
す
。

時
間
の
あ
る
休
日
に
は
何
度
か
遠
出
も
し
ま
し
た
。
東
は
浅
草
、
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
越
え
て
葛
飾
柴
又
へ
。

西
は
九
段
、
新
宿
を
過
ぎ
て
荻
窪
界
隈
へ
。
北
は
埼
玉
の
草
加
や
川
口
へ
。
南
は
神
奈
川
の
川
崎
ま
で
足
を

延
ば
し
ま
し
た
。

こ
う
書
い
て
い
ま
す
と
、
そ
の
時
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
、
足
が
う
ず
き
出
し
ま
す
。
次
の
休
み
に
ど
こ

へ
行
こ
う
か
考
え
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

祭
員
を
務
め
る
た
め
に
は
足
腰
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
の
鍛
錬
の
た
め
に
も
、
少
し

速
め
に
歩
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
少
な
く
と
も
30
分
以
上
は
歩
い
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
元
屋
敷
」

［
元
屋
敷
土
＋
元
屋
敷
松
釉
］
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出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
第
２
次
大
本
事
件
で

６
年
８
ヶ
月
も
の
間
、
拘
留
さ
れ
ま
す
。
そ
の
間
、

聖
師
は
耀よ
う
わ
ん盌
の
構
想
を
練
っ
た
そ
う
で
す
。
昭
和

17
年
（
１
９
４
２
）
に
釈
放
さ
れ
る
と
、
も
っ
ぱ

ら
陶
芸
に
没
頭
し
茶
盌
を
造
り
ま
し
た
。　
　

そ
の
耀
盌
を
名
付
け
た
の
は
、
聖
師
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
陶
芸
評
論
家
の
加
藤
義
一
郎
氏
で
す
。

聖
師
の
「
天
国
廿
に
じ
ゅ
う
は
ち

八
」「
御ぎ
ょ
ゆ
う遊
」
の
２
盌
を
目
の

当
た
り
に
し
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
色
彩

と
姿
に
驚
嘆
し
『
日
本
美
術
工
芸
』
誌
で
紹
介
し

た
の
で
す
。
聖
師
が
昇
天
し
た
後
の
、
昭
和
24
年

（
１
９
４
９
）
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
時
〝
星
の
よ

う
に
煌
め
き
耀
く
茶
盌
〟
と
形
容
さ
れ
、
は
じ
め

て
耀
盌
が
世
に
出
た
の
で
す
。

昭
和
20
年
、
大
本
事
件
の
無
罪
が
確
定
し
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
が
敗
戦
し
た
混
乱
期
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
そ
れ
ま
で
大
本
事
件
を
大
々
的
に
取
り

上
げ
て
い
た
新
聞
社
や
メ
デ
ィ
ア
の
ほ
と
ん
ど
は
、

そ
れ
を
取
り
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
聖

師
は
、
逆
賊
や
国
賊
の
レ
ッ
テ
ル
は
貼
ら
れ
た
ま

ま
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
、
聖
師
の
茶
盌
に

歓
喜
し
た
加
藤
氏
は
、
自
身
の
風
評
を
省
み
る
こ

と
な
く
耀
盌
を
雑
誌
に
紹
介
し
た
の
で
す
。

聖
師
は
〝
天
国
〟
が
つ
く
銘
の
耀
盌
を
多
く
残

し
て
い
ま
す
。
天
国
の
様
子
を
こ
の
世
に
映
し
出

し
、
み
ろ
く
の
世
の
実
現
を
耀
盌
に
凝
縮
し
、
芸

術
と
い
う
形
で
顕
あ
ら
わ

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。耀

盌
、
海
を
渡
る

「
芸
術
は
、
美
を
と
お
し
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
真

実
を
見
る
人
の
心
の
中
に
写
し
ま
す
。
芸
術
に
よ
っ

て
い
ま
や
欧
州
の
精
神
に
、
歓
び
と
と
も
に
、
大

本
の
み
ち
の
ま
こ
と
を
、
も
っ
と
も
純
粋
に
宿
そ

う
と
し
て
い
ま
す
」。

こ
れ
は
昭
和
47
年
、
三
代
教
主
・
出
口
直
日
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
催
さ
れ
た
作
品
展
に
あ
た
っ
て

信
徒
へ
向
け
た
あ
い
さ
つ
文
で
す
。

初
の
欧
州
展
は
パ
リ
の
セ
ル
ヌ
ス
キ
美
術
館
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
東
洋
文
化
、
と
り
わ
け
日
本
文

化
に
造
詣
が
深
い
バ
デ
ィ
ム
・
エ
リ
セ
ー
エ
フ
館

長
が
、
か
つ
て
日
本
で
見
た
耀
盌
の
美
し
さ
が
忘

れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
発
端
で
し
た
。

海
外
作
品
展
で
は
、
聖
師
の
耀
盌
を
は
じ
め
、

歴
代
教
主
・
教
主
輔
の
茶
盌
、
書
画
、
屏
風
な
ど

が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
な
か
に
は｢

い
く
ら
で
も

お
金
を
用
意
す
る
か
ら
譲
っ
て
ほ
し
い｣

と
い
う

人
も
現
れ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
作
品
展
の
期
間
中
は
薄
茶
接
待
や
書
道

の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
日
本
伝
統
芸

術
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
セ
ル
ヌ
ス
キ
美

術
館
だ
け
の
予
定
で
し
た
が
、
エ
リ
セ
ー
エ
フ
館

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
き
ま
す
。

作
品
展
か
ら
国
や
宗
派
を
超
え
た
宗
教
交
流
が

実
現
し
た
こ
と
は
と
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

今
日
で
も
、
い
が
み
合
っ
て
い
る
宗
教
は
多
く
、

平
和
を
考
え
る
場
合
に
、
世
界
レ
ベ
ル
で
大
き
な

障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
、
合
同
礼
拝
は
宗
教
が
国
や
民
族

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
あ
る
障
壁
を
取
り
外
す

こ
と
を
目
的
と
し
た
実
践
で
あ
り
、
宗
際
化
、
ひ

い
て
は
世
界
平
和
を
目
指
す
と
い
う
点
で
大
変
重

要
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

世
界
平
和
を
願
う
芸
術
的
祭
典

聖
師
は
日
本
古
来
か
ら
伝
わ
る
歌
祭
を
古
式
の

精
神
に
の
っ
と
り
、
昭
和
10
年
に
復
活
再
現
し
ま

し
た
。
大
本
歌
祭
と
し
て
毎
年
、
聖
地
（
京
都
府

亀
岡
市
）
で
執
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

歌
祭
と
は
、
わ
た
し
た
ち
日
本
民
族
の
祖
先
が
、

遠
く
上
代
に
執
り
行
っ
て
い
た
神
事
で
あ
り
、
芸

能
で
も
あ
り
、
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
民
族

的
祭
典
で
す
。

歌
祭
で
は
「
八
雲
神
歌
」
と
い
う
、
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊

が
詠
ま
れ
た
和
歌
「
八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
つ
ま

ご
み
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を
」
が
詠
わ

れ
ま
す
。
聖
師
は「
八
雲
神
歌
」に
つ
い
て
は「
国
々
、

人
々
の
間
に
あ
る
、
有
形
無
形
の
障
壁
（
八
重
垣
）

を
取
り
払
い
、
こ
の
歌
を
も
っ
て
世
界
平
和
、
人
々

の
間
に
幸
福
を
願
う
」
と
解
説
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
最
初
の
歌
謡
と
い
わ
れ
る
〝
夷
ひ
な
ぶ
り
ち
ょ
う

振
調
〟

で
朗
詠
さ
れ
、
伴
奏
に
は
弓
太
鼓
と
呼
ば
れ
る
楽

器
を
用
い
ま
す
。
こ
の
楽
器
は
、
素
戔
嗚
尊
が
世

を
憂
い
、
思
い
を
巡
ら
し
て
い
る
時
に
、
妻
神
の

櫛く

し

な

だ

ひ

め

稲
田
姫
が
、
尊
の
心
を
和
ま
せ
る
た
め
に
、
桶

に
く
く
り
つ
け
た
弓
を
打
ち
鳴
ら
し
た
の
が
始
ま

り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

歌
祭
で
信
徒
は
和
歌
を
捧
げ
ま
す
。
こ
の
和
歌

は
各
人
の
真
心
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
歌

を
神
に
献
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
の
中
の
有
形

無
形
の
障
壁
や
、
感
情
的
な
も
つ
れ
が
解
け
る
よ

う
祈
念
す
る
の
で
す
。
人
群
万
類
が
和
合
し
て
平

和
な
世
界
の
実
現
を
願
う
祭
典
が
歌
祭
で
す
。　

芸
術
の
神
髄

出
口
日
出
麿
尊
師
は
「
神
に
通
じ
る
門
戸｣

と

し
て
３
つ
あ
る
と
示
し
て
い
ま
す
。
１
つ
目
は
、

善
や
愛
か
ら
神
を
感
じ
る
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
か

道
徳
と
呼
ば
れ
る
も
の
。
２
つ
目
は
、
真
理
や
道

理
な
ど
で
神
を
感
じ
る
、
学
問
な
ど
を
指
し
ま
す
。

３
つ
目
が
、
美
に
よ
っ
て
神
を
感
じ
る
入
口
で
、

こ
れ
が
芸
術
で
す
。　

例
え
ば
、
花
が
咲
い
て
い
て
美
し
い
と
思
う
感

情
は
、
人
種
、
性
別
、
年
齢
、
境
遇
、
環
境
な
ど

に
関
係
な
く
、
変
わ
ら
な
い
普
遍
的
な
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
美
と
い
う
も
の
は
全
て
の
人
に
共

通
な
感
情
で
あ
り
、
そ
の
奥
の
本
体
で
あ
る
神
を

感
じ
、
神
に
至
り
う
る

と
い
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
大
宇
宙
、

大
自
然
こ
そ
神
が
創

造
し
た
大
芸
術
作
品

で
あ
り
、
そ
こ
に
感
謝

の
念
を
抱
き
、
美
し
い

と
感
情
を
あ
ら
わ
す

こ
と
が
、
神
を
感
じ
て

生
き
る
万
人
共
通
の

道
で
あ
る
と
聖
師
は

述
べ
て
い
ま
す
。

近
年
、
国
内
に
お

い
て
『
出
口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
』

が
次
々
と
、
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
場
者
か
ら

｢

言
葉
が
出
な
い
ほ
ど
の
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

、

｢

生
命
と
自
然
へ
の
賛
歌
と
畏
敬
に
溢
れ
た
作
品

に
感
動｣

、｢

自
分
の
人
生
が
変
わ
っ
た｣

な
ど
、

多
く
の
反
響
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

単
な
る
芸
術
作
品
を
鑑
賞
、
賛
辞
す
る
だ
け
で

な
く
、
芸
術
を
と
お
し
て
神
を
感
じ
、
神
と
い
う

存
在
を
意
識
す
る
こ
と
が
、
聖
師
が
幾
度
と
な
く

伝
え
て
き
た
〝
芸
術
は
宗
教
の
母
で
あ
る
〟
と
い

う
言
葉
の
神
髄
な
の
で
す
。

人
は
美
を
感
じ
、
芸
術
を
と
お
し
て
神
の
御
心

を
覚
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
信
仰
と
芸
術
を
生
活

の
中
で
実
践
す
る
と
、
心
豊
か
な
人
生
が
送
れ
る

と
思
い
ま
す
。

長
の
熱
意
と
、
パ
リ
で
大
好
評
を
博
し
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
４
カ
所
と
ロ
ン
ド
ン
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
の

６
カ
国
13
会
場
へ
と
開
催
が
広
が
り
、
合
計
で
約

24
万
人
の
来
場
者
を
記
録
し
ま
し
た
。

と
く
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
作
品
展
が
開
催
さ
れ

た
際
に
、
作
品
展
は
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。　
　
　

美
か
ら
生
ま
れ
た
宗
際
化

　

︱
ア
メ
リ
カ
︱

質
的
な
変
化
と
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
展
の
会
場

と
な
っ
た
世
界
最
大
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
で
あ
る
、
キ

リ
ス
ト
教
の
聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂
で
大
本
式
祭
典
に

よ
る
開
催
奉
告
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
で
す
。

一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
、
他
教
の

祭
典
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
人
類
史
上
は
じ

め
て
の
こ
と
で
し
た
。

ま
た
、
祭
典
の
み
な
ら
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
へ
の
献
茶
と
舞ま
い
ば
や
し

囃
子
、
仕
舞
、
武
道
な
ど
が
奉

納
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
宗
教
同
士
を
つ
な
ぐ
宗
際

化
の
起
源
と
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
作
品
展
が
終
わ
り
、
２
年
後
の
昭
和
52
年

（
１
９
７
７
）、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
司
祭
が
大
本

に
来
苑
し
、
今
度
は
大
本
の
聖
地
に
お
け
る
合
同

の
祭
典
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

︱
日
本
︱

そ
の
祭
典
が
行
わ
れ
た
の
は
大
本
の
発
祥
の
地

で
あ
る
、
京
都
府
綾
部
市
梅
松
苑
の
み
ろ
く
殿
と

い
う
神
殿
で
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
祭
典
が
、

大
本
式
（
神
道
式
）
で
進
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、

み
ろ
く
殿
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
式
に
大
本
が
加

わ
る
合
同
礼
拝
と
し
て
執
行
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、

こ
の
合
同
礼
拝
を
重
ね
て
行
き
、
日
本
を
中
心
に

大
本
芸
術
の
原
点

出
口
な
お
開
祖
は
、
極
貧
の
生
い
立
ち
で

あ
っ
た
た
め
学
校
に
通
え
ず
、
読
み
書
き
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
無
学
文
盲
の
老
女
で
あ
っ

た
開
祖
が
、
明
治
25
年
（
１
８
９
２
）
の
節
分

に
神
懸
か
り
し
、
神
が
命
じ
る
ま
ま
に
書
か
れ

た
（
自
動
書
記
）
の
が
『
お
筆
先
』
で
す
。
そ

れ
は
27
年
間
に
渡
り
、
半
紙
に
し
て
約
20
万
枚

に
も
及
び
ま
し
た
。　

『
お
筆
先
』
の
特
徴
は
、
ほ
と
ん
ど
が
平
仮

名
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
膨
大
な
量
に
も

関
わ
ら
ず
、
文
字
の
大
き
さ
と
筆
圧
が
終
始
一

定
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
一
見
、
拙
い
文
字
の

よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、『
お
筆
先
』

の
一
文
字
一
文
字
に
は
一
般
の
書
と
は
違
っ

た
、
神
的
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

開
祖
は
い
わ
ゆ
る
芸
術
作
品
と
い
う
も
の

を
、
世
に
残
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

『
お
筆
先
』
か
ら
大
本
の
芸
術
は
始
ま
っ
た
と

い
え
ま
す
。『
お
筆
先
』
を
大
本
芸
術
の
原
点

と
位
置
づ
け
、
各
地
で
開
催
し
て
い
る
大
本
の

作
品
展
で
展
示
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
大
き
な

感
動
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
が
事
実
で
す
。

煌
め
き
耀
く
天
国
の
茶
盌

講 師 髙
たか

木
ぎ

日
ひ

出
で

喜
き

（大本楽天社事務局主幹）

掲
載
文
は
、
平
成
26
年
７
月
16
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
。

出
口
な
お

王
仁
三
郎

の
世
界
を
語
る

芸
術
は
宗
教
の
母
な
り

〜
宗
教
即
生
活
即
芸
術
〜

大本公開講座

作陶する出口王仁三郎聖師

古今独歩「出口王仁三郎とその一門の作品展』（東京都北区）平成２５年（２０１３）

東京大本歌祭　平成２０年（２００８）
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東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

11
月２

日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

開
教
百
二
十
二
年
大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

	

９
日
（
日
）
午
前
10
時
30
分
執
行

		

東
光
苑
秋
季
大
祭

		

新
穀
感
謝
祭
・
七
五
三
詣
り

15
日
（
土
）
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
４
時	

　
　

東
光
苑
「
葬
祭
研
修
会
」

19
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

		

大
本
公
開
講
座
（
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
）

		

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

	

講
題

人
は
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か

	
	

　

〜
万
物
に
使
命
が
あ
る
〜

講
師

猪
子
恒
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

	

23
日
（
日
）

	
	

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
日

12
月

	

14
日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

全
国
人
型
お
す
す
め
活
動
の
日

			

16
日
（
火
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

		

開
祖
聖
誕
祭
（
178
年
）

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
2014
」

	

講
題

真
理
の
『
幸
せ
に
生
き
る
主
義
』

〜
宇
宙
の
呼
吸
・
宇
宙
の
リ
ズ
ム
〜　

	
	

講
師

浅
田
秋
彦
（
大
本
本
部
長
）

25
日
（
木
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

尊
師
毎
年
祭
（
23
年
）

何
を
す
べ
き
か
に

つ
い
て
、「
日
々
の

ご
神
書
拝
読
・
浄

書
を
と
お
し
て
、

真
剣
に
祈
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
を

自
覚
し
、
継
続
し

た
実
践
が
肝
要
で

あ
る
」
と
述
べ
た
。

引
き
続
き
「
み

ろ
く
の
世
へ
の
実

践
」
と
題
し
て
、
小
藪
資
史
特
派
宣
伝
使
が
月
次

祭
講
話
を
行
っ
た
。
講
話
で
は
、
一
人
ひ
と
り
が
、

陰
徳
を
積
み
地
道
に
努
力
を
重
ね
る
こ
と
が
〝
大

和
合
〟
を
生
み
、
神
教
宣
布
の
ご
用
に
奉
仕
す
る

礎
と
な
る
こ
と
を
、
お
示
し
を
紹
介
し
な
が
ら
述

べ
た
。

次
い
で
、
奉
納
行
事
が
行
わ
れ
、
栃
木
主
会
の

皆
さ
ん
が
、
愛
善
歌
『
栄
光
』
を
奉
納
し
た
。

な
お
、
午
後
２
時
か
ら
は
、
関
東
教
区
主
会
長

等
連
絡
会
が
講
座
室
で
開
催
さ
れ
た
。

大
本
公
開
講
座

第
１
４
０
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
、

10
月
15
日
午
後
7
時

か
ら
港
区
新
橋
の
航

空
会
館
で
開
催
さ
れ
、

長
友
邦
之
・
元
生
産

組
合
皆
農
塾
代
表
が

「
食
が
育
て
る
命
と
霊

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会

東
光
苑
秋
季
祭
式
講
習
会
は
、
９
月
27
・
28
の

両
日
に
開
催
さ
れ
、
の
べ
36
人
が
参
加
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク
ラ
ス
が
基
本
動
作
か
ら
正

中
動
作
・
後
取
動
作
・
祝
詞
展
巻
奏
上
・
祓
式
行
事
・

献
饌
・
月
次
祭
ま
で
、
中
級
ク
ラ
ス
が
そ
れ
に
加
え
、

大
神
鎮
座
祭
・
祖
霊

鎮
祭
・
合
祀
祭
・
年

祭
ま
で
を
実
習
し
た
。

な
お
、
初
級
と
中

級
ク
ラ
ス
の
内
、
19

人
が
大
本
祭
式
認
定

試
験
に
臨
み
、
２
日

間
の
実
習
の
成
果
を

試
し
た
。

東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
10
月

12
日
、
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
髙
野
春
樹

祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
１
０
人
が
参
拝

し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
直
心
会
員
、
少
年
祭
員
は
山

梨
主
会
の
小
池
翔
音
く
ん
、
礼
音
さ
ん
兄
妹
、
東

京
主
会
の
涌
井
三
四
郎
く
ん
、
伶
人
は
宮
咩
会
関

東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
遠
藤
三
智
子
・
直
心

会
埼
玉
連
合
会
長
、
添
釜
は
髙
野
社
中
が
そ
れ
ぞ

れ
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
大
本
東
京
本
部
を
代
表
し
て
髙
野
春

樹
祭
務
課
長
が
あ
い
さ
つ
に
た
ち
、
昨
今
の
国
内

に
お
け
る
自
然
災
害
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、

性
〜
今
こ
そ
、
お
土
の
心
を
〜
」
と
題
し
て
講
演

し
た
。
参
加
者
は
38
人
（
内
、
一
般
12
人
）。

講
座
で
は
、
自
身
の
体
験
を
ふ
ま
え
、
お
土
の

恵
み
と
そ
の
循
環
機
能
な
ど
を
ユ
ニ
ー
ク
に
説
き
、

お
土
に
は
、
人
や
動
・
植
物
本
来
の
力
を
引
き
出

す
力
が
あ
る
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、｢

お
土
に
対
し
て
新
し
い
視

点
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。（
男
性
・
一
般
）」

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

家
庭
平
安
祈
願
祭

今
年
で
第
23
回
目
を
迎
え
た
家
庭
平
安
祈
願
祭

は
、
10
月
18
日
午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
髙

野
春
樹
祭
務
課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
67
人
が
参

拝
し
た
。

祭
典
で
は
、
斎
主
と
祭
員
が
全
国
か
ら
申
し
込

ま
れ
た
５
４
２
世
帯
の
世
帯
主
名
を
全
て
読
み
あ

げ
、
家
庭
の
平
安
と
繁
栄
を
祈
念
し
た
。

祭
典
後
、
大
本
東
京
本
部
を
代
表
し
て
、
猪
子

恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
が
あ
い
さ
つ
に
た
ち
、

「〈
神
さ
ま
の
お
許
し
の
も
と
、
人
や
家
族
の
縁
は

結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
巡
り
合
い
に
感
謝
す
る
こ

と
。
た
と
え
苦
難
が
あ
っ
て
も
、
よ
り
よ
く
な
る

た
め
の
も
の
だ
〉
と
示
さ
れ
て
い
る
。
明
る
く
前

向
き
に
、
日
々
の
生

業
と
ご
神
業
に
お
仕

え
し
ま
し
ょ
う
」
と

信
仰
的
な
家
庭
の
あ

り
方
を
述
べ
た
。

な
お
ご
祈
願
は
、

10
月
25
日
ま
で
の
一

週
間
続
け
ら
れ
た
。

清々しく祭典にお仕えされた
直心会員と少年祭員の皆さん

期間中、基本をしっかり学んだ

ユニークな体験談で笑いを誘った

斎主と祭員で申込世帯主名を奏上


