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1　　　阿づまの光

ふ
る
さ
と
の
産
土
神
を
た
ふ
と
み
て

　
　
　
　
　
道
に
仕
ふ
る
人
の
つ
ま
し
さ

走は
し
り
み
ず

水
神

社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

愛
善
宣
教
課
主
事
　
鈴

木

林

太

郎

記
憶
の
な
か
に
風
景
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
所
は
、
私
が
育
っ
た
横
須
賀
市
の
東
部
に
あ
る
走
水
海
岸
で
す
。

小
中
学
生
の
こ
ろ
は
、
海
水
浴
や
潮
干
狩
り
に
よ
く
出
か
け
て
い
ま
し
た
。
海
岸
の
東
側
に
は
急
坂
が
せ
ま
っ
て

い
て
、
自
転
車
を
止
め
ず
に
坂
を
上
り
き
れ
る
か
、
友
だ
ち
と
よ
く
競
い
合
っ
た
も
の
で
し
た
。
よ
う
や
く
坂
の

頂
上
に
た
ど
り
着
く
と
、
眼
下
に
東
京
湾
を
一
望
で
き
、
そ
の
壮
大
な
景
色
は
、
幼
な
ご
こ
ろ
の
な
か
に
、
何
か

誇
ら
し
い
感
情
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
小
さ
な
集
落
に
は
、
古
く
か
ら
建
つ
走
水
神
社
が
あ
り
ま
す
。
祭
神
は
日

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
と
同
后
の
弟
お
と
た
ち
ば
な
ひ
め
の
み
こ
と

橘

媛

命
。

奥
宮
に
は
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
、
須す
さ
の
お
の
み
こ

と

佐
之
男
命
、
建た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と

御
名
方
命
の
三
体
の
お
宮
が
あ
り
ま
す
。

幼
少
期
の
走
水
神
社
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
は
、
元
旦
の
潮
風
が
冷
た
く
吹
く
な
か
を
、
祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
自

宅
か
ら
片
道
３
キ
ロ
を
歩
か
さ
れ
た
場
所
、
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
し
た
。
大
本
史
の
な
か
で
の
因
縁
事
を
知
っ

た
の
は
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前
の
大
正
５
年
５
月
６
日
、
浅
野
和
三
郎
海
軍
機
関
学
校
英
文
学
教
授
を
訪
ね
ら

れ
た
聖
師
さ
ま
は
﹁
神
さ
ま
の
ご
用
で
走
水
神
社
ま
で
行
っ
て
く
る
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
同
社
に
ご
参
拝
に
な

ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
年
に
、
聖
師
さ
ま
は
奈
良
の
橿か

し
は
ら原

神
宮
と
大
和
三
山
の
畝う

ね

び傍
山
の
お
社
に
ご
参
拝
さ
れ
、
そ
の
後
、
横
須

賀
支
部
に
入
ら
れ
た
こ
と
や
、
そ
れ
か
ら
首
都
圏
宣
教
が
本
格
化
し
た
こ
と
が
記
録
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
初
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
聖
師
さ
ま
の
ご
神
格
が
み
ろ
く
の
大
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

神
島
開
き
の
出
修
神
事
が
あ
り
、
大
正
５
年
が
い
か
に
重
要
な
年
で
あ
っ
た
か
が
拝
察
さ
れ
ま
す
。

１
０
０
年
巡
っ
て
、
今
年
の
10
月
16
日
に
は
、
聖
師
さ
ま
関
東
ご
巡
教
１
０
０
周
年
の
走
水
神
社
祭
典
が
、
教

主
さ
ま
ご
隣
席
の
も
と
執
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

１
０
０
年
前
の
聖
師
さ
ま
の
ご
足
跡
を
お
偲
び
し
て
、
今
度
実
家
に
帰
っ
た
と
き
に
、
走
水
神
社
ま
で
歩
い
て

行
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

【
リ
オ
プ
レ
ッ
ト
土
＋
ヨ
ル
ダ
ン
土
・
万
祥
殿
の
雲
珠
桜
釉
】

教主さまお作灰釉茶盌 銘「雲珠桜」
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な
く
な
っ
た
と
き
に
死
を
迎
え
ま
す
。
人
体
に

お
い
て
、
す
べ
て
の
細
胞
や
器
官
が
生
命
を
中

心
と
し
て
、
調
和
を
保
っ
て
い
る
か
ら
健
康
で

い
ら
れ
る
の
で
す
。

要
す
る
に
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
中
心
が
あ

り
、
そ
の
も
と
で
統
一
が
保
た
れ
て
い
る
の
で

す
。
グ
ル
ー
プ
に
リ
ー
ダ
ー
が
２
人
も
３
人
も

い
て
は
結
束
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
、
リ
ー

ダ
ー
が
１
人
、
中
心
が
１
つ
だ
か
ら
こ
そ
、
円

満
な
統
一
が
保
た
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
全
大
宇

宙
の
統
一
の
中
心
は
神
さ
ま
で
あ
る
と
教
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

天
国
的
な
生
き
方

王
仁
三
郎
聖
師
は
、
﹁
人
は
現
実
界
に
あ
る

間
に
、
み
づ
か
ら
心
身
内
に
天
国
を
造
り
お
く

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
て
天
国
を
み
づ
か
ら
造

り
か
つ
開
く
の
は
、
神
を
愛
し
神
を
信
じ
無
限

絶
対
と
合
一
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
、
生

き
て
い
る
間
に
自
分
の
中
に
天
国
を
築
く
こ
と

が
大
切
だ
と
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
出
口
日
出
磨
尊
師
は
そ
の
要
訣
と
し

て
、﹁
一
さ
い
過
ぎ
去
り
し
こ
と
の
た
め
に
頭

を
悩
ま
さ
ざ
る
こ
と
﹂
﹁
一
さ
い
未
来
を
案
じ

過
ぎ
ぬ
こ
と
﹂
﹁
心
身
を
神
に
ま
か
し
て
、
現

在
の
ベ
ス
ト
を
つ
く
す
こ
と
﹂
と
示
し
て
い
ま

す
。
大
本
四
大
主
義
は
、
天
国
的
な
生
き
方
、

そ
の
も
の
な
の
で
す
。

遍
の
真
理
で
あ
る
と
示
さ
れ
、﹁
清
潔
主
義
﹂﹁
楽

天
主
義
﹂
﹁
進
展
主
義
﹂﹁
統
一
主
義
﹂
の
四
つ

が
相
関
連
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
相
助
け
、

補
い
合
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
ど
れ
か
一
つ

を
実
践
す
る
に
も
他
の
３
つ
が
関
わ
っ
て
く
る

も
の
で
あ
り
、
ど
れ
か
一
つ
が
欠
け
て
も
全
体

が
う
ま
く
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
教
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

人
生
の
目
的
に
つ
い
て
大
本
で
は
、
万
物
を

創
造
し
た
神
さ
ま
の
経
綸
に
参
画
し
、
神
さ
ま

の
お
力
を
い
た
だ
い
て
、
天
分
を
発
揮
す
る
こ

と
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
間
は
そ
の
重
責
を
担
う
尊
い
存
在
で
す

が
、
四
大
主
義
は
そ
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
、

重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

罪つ

み

と
穢け

が

れ

﹁
清
潔
主
義
﹂
と
は
、〝
心
身
修し

ゅ
う
ば
つ

祓
の
大
道
〞

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
修
祓
と
は
﹁
祓は

ら

い
﹂﹁
清

め
﹂﹁
き
れ
い
に
す
る
﹂
こ
と
で
﹁
浄
化
﹂
と

も
い
い
ま
す
。

大
自
然
の
は
た
ら
き
に
、
太
陽
光
線
︵
日
光
︶

や
雨
、
風
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
日
光
は
除
菌
し
、

雨
、
風
は
空
気
中
や
大
地
を
祓
い
清
め
る
作
用

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
常
に
浄
化
し
よ
う
と

す
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
意
図

す
る
、
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
天
地
の
姿
と

し
て
、
リ
ズ
ム
を
保
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

浄
化
の
は
た
ら
き
は
小
宇
宙
と
い
わ
れ
る
人

の
体
内
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
、
垢

や
汗
、
排
泄
物
が
出
る
こ
と
で
、
体
の
中
を
清

潔
に
保
つ
作
用
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
目
に
見
え

る
汚
れ
に
つ
い
て
は
意
識
し
て
、
入
浴
な
ど
で

清
潔
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
心
に
は
気
づ
か
な
い
間
に
、
埃

ほ
こ
り

︵
罪
・
穢け

が

れ
︶
が
た
ま
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
詠
ま
れ
た
次
の
お
歌

が
あ
り
ま
す
。

身
の
垢
は
湯ゆ

み

ず水
石せ

っ
け
ん鹸
で
あ
ら
へ
ど
も

　
　
　
　
　
洗
ひ
が
た
き
は
心
な
り
け
り

と
詠
ま
れ
、
天
災
や
飢
え
、
病
い
な
ど
す
べ
て

は
、
人
の
心
の
中
に
あ
る
恨
み
や
妬
み
な
ど
、

醜
悪
な
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
て
起
き
て
い
る
と

説
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
心
を

清
ら
か
に
保
つ
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
方
法
の
一
つ
が
「
省
み
る
」
こ
と
で
す
。

人
は
神
さ
ま
か
ら
、
直
日
の
霊
み
た
ま

と
い
う
心
の
鏡

を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
良
心
と
も
い
わ
れ
ま

す
が
、
こ
の
心
の
鏡
に
自
ら
を
映
し
て
、
自
分

自
身
を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
自

身
の
過
ち
や
悪
い
癖
か
ら
、
つ
い
目
を
そ
む
け

が
ち
で
す
が
、
良
い
部
分
と
悪
い
部
分
の
両
方

を
し
っ
か
り
見
つ
め
て
、
反
省
す
る
こ
と
が
何

事
に
お
い
て
も
大
切
で
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
﹁
善ぜ

ん

げ

ん

び

し

言
美
詞
﹂
を
意

識
す
る
こ
と
で
す
。
美
し
く
善
い
気
持
ち
、
思

い
を
の
せ
た
言
葉
を
使
う
と
、
場
を
清
め
た
り
、

良
い
精
神
状
態
を
保
つ
こ
と
に
つ
な
が
り
、
人

の
肉
体
と
精
神
を
清
め
る
作
用
が
あ
り
ま
す
。

清
潔
主
義
を
実
行
す
る
に
は
、
心
を
清
ら
か

に
保
ち
、
罪
や
穢
れ
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
し

て
、
過
去
や
未
来
に
と
ら
わ
れ
ず
、
本
当
に
大

事
な
こ
と
を
見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

﹁
天
命
を
知
っ
て
人
事
を
尽
く
す
﹂

﹁
楽
天
主
義
﹂
は
、
単
に
ラ
ク
な
楽
し
み
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、〝
天
地
惟か

ん
な
が
ら
神
の
大
道
〞

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
惟
神
と
は
、
神
な
が
ら

で
、
神
の
み
心
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

神
さ
ま
か
ら
の
命め
い

、
す
な
わ
ち
﹁
天
命
を
楽
し

む
﹂
と
い
う
深
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。

人
や
動
物
、
植
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
の
も

と
一
生
懸
命
に
生
き
て
い
ま
す
。
特
に
人
は
、

動
物
や
植
物
に
比
べ
霊
が
高
等
で
あ
り
な
が

ら
、
自
由
意
志
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
日
々
の

生
活
の
中
で
、
一
人
ひ
と
り
に
与
え
ら
れ
た
天

命
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
と
き
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
本
来
は
与
え
ら
れ
た
天
命
を
知
り
、
人

事
を
尽
く
す
こ
と
が
運
命
を
切
り
開
く
上
で
、

最
も
重
要
な
の
で
す
。

そ
の
鍵
は
、
﹁
信
仰
的
刹せ

つ

な那
主
義
﹂
に
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
楽
天
主
義
の
根
幹
で
、
過
ぎ
越

し
苦
労
も
取
り
越
し
苦
労
も
せ
ず
、
刹
那
々
々

に
自
分
の
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
、
神
さ
ま
に
お

任
せ
し
て
生
き
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
神
さ
ま

に
任
せ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

単
に
依
頼
心
か
ら
起
こ
る
神
頼
み
で
は
な
く
、

神
さ
ま
の
み
心
を
尋
ね
、
こ
れ
を
悟
り
、
自
分

の
最
善
・
努
力
を
尽
く
し
た
上
で
、﹁
神
さ
ま

の
み
心
の
ま
に
ま
に
﹂
と
い
う
精
神
で
、
最
後

は
神
さ
ま
に
お
任
せ
す
る
こ
と
で
す
。

先
を
見
据
え
て
、
一
歩
ず
つ

﹁
進
展
主
義
﹂
は
、
進
み
開
い
て
い
く
社
会

改
善
の
道
で
す
。

進
展
と
は
、
い
っ
さ
い
の
も
の
が
持
っ
て
い

る
行
動
の
希
望
で
あ
り
、
向
上
心
の
よ
う
な
も

の
で
す
。
人
間
に
限
ら
ず
、
動
物
や
植
物
も
生

命
力
と
い
う
進
展
す
る
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

逆
に
人
間
は
知
恵
や
能
力
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、

希
望
が
持
て
な
い
と
き
や
、
消
極
的
に
な
る
と

き
も
あ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
こ

そ
大
き
く
広
い
視
野
で
先
を
見
据
え
て
、
前
向

き
に
進
む
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

私
た
ち
の
魂
は
滅
び
る
こ
と
な
く
、
生
ま
れ

変
わ
り
死
に
変
わ
り
し
て
、
永
遠
に
生
き
続
け
、

栄
え
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
理
解
し
、
現
実
か

ら
離
れ
ず
、
今
を
一
歩
ず
つ
進
め
る
こ
と
が
進

展
主
義
の
本
質
に
な
り
ま
す
。

統
一
と
は
調
和

四
大
主
義
の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
も
の
が

﹁
統
一
主
義
﹂
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

宇
宙
を
は
じ
め
人
体
は
、
偶
然
で
は
な
く
必

然
的
に
、
統
一
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

一
年
間
は
３
６
５
日
︵
と
６
時
間
弱
︶
で
す

が
、
今
年
は
３
６
０
日
だ
っ
た
と
か
、
来
年
は

３
７
０
日
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

毎
年
必
ず
一
年
間
は
３
６
５
日
で
時
を
刻
ん
で

い
ま
す
。
そ
れ
は
太
陽
を
中
心
に
各
惑
星
が
規

則
正
し
く
運
行
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
人
の
体
も
心
臓
を
は
じ
め
肺
や
肝
臓
、

腎
臓
と
い
っ
た
臓
器
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
は

た
し
な
が
ら
連
携
を
保
ち
、
統
一
体
で
あ
る
人

体
を
支
え
育
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
統
一
の

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
と
き
、
体
は
異
常
を
き
た

し
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
し
、
統
一
が
保
て

普
段
、
目
に
つ
く
場
所
で
あ
れ
ば
、
掃
除
を

す
れ
ば
す
ぐ
に
き
れ
い
に
な
り
ま
す
が
、
テ
レ

ビ
や
、
た
ん
す
の
裏
な
ど
の
意
識
の
薄
い
と
こ

ろ
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
埃
が
た
ま
り
、
し
か

も
時
間
が
経
て
ば
強
力
な
汚
れ
に
な
り
が
ち
で

す
。
こ
れ
は
心
に
置
き
換
え
て
も
同
じ
こ
と
が

い
え
、
目
に
見
え
な
い
部
分
だ
か
ら
こ
そ
、
一

層
強
く
意
識
を
し
て
﹁
清
潔
﹂
﹁
浄
化
﹂
す
る

こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

〝
罪
︵
ツ
ミ
︶〞
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に

は
道
徳
や
法
律
な
ど
の
社
会
規
範
に
反
す
る
行

為
を
い
い
ま
す
が
、
大
本
の
教
え
で
は
、
一
義

的
に
は
内
的
な
心
の
罪
を
指
し
ま
す
。
良
い
こ

と
と
分
か
っ
て
い
て
も
そ
れ
を
実
行
し
な
か
っ

た
り
、
自
分
が
良
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
力
を
発
揮
し
な
か
っ
た
り
な
ど
、

自
己
を
偽
り
続
け
て
包
み
隠
す
。
ま
た
、
心
に

積・
・み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
〝
罪
〞
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、〝
穢
れ
︵
ケ
ガ
レ
︶〞
と
は
、
悔
み
や

消
極
・
批
判
的
な
、
気
が
枯
れ
て
し
ま
う
行
為

や
思
い
を
い
い
ま
す
。
人
間
は
普
段
の
生
活
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
目
に
は
見
え
な
い
心
の
埃

も
祓
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

省
み
る
・
善
言
美
詞

王
仁
三
郎
聖
師
は
、

大
三
災
小
三
災
の
頻
発
も

　
　
　
　
人
の
心
の
反
映
な
り
け
り

み
ろ
く
の
世
の
た
め
に

大
本
の
四
大
主
義
は
、
世
界
規
模
の
こ
と
か

ら
私
た
ち
の
生
活
の
末
端
に
至
る
ま
で
、
す
べ

て
に
関
わ
る
教
え
で
す
。
世
界
中
で
起
き
て
い

る
天
災
や
紛
争
、
流
行
病
な
ど
も
元
を
た
ど
れ

ば
一
人
ひ
と
り
の
心
の
あ
り
方
や
、
日
々
の
生

活
と
密
接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
四
大
主
義
は
宇
宙
の
呼
吸
、
宇
宙
の

リ
ズ
ム
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

四
大
主
義
は
、
ど
こ
へ
ど
う
い
う
時
に
出
し
て

も
、
時
と
場
所
に
関
係
な
く
間
違
い
の
な
い
普

掲
載
文
は
、
平
成
27
年
12
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
。

大
本
公
開
講
座

関東教区特派宣伝使

小
こ

藪
や ぶ

資
も と

史
ふ み

明
る
く
素
直
に
前
向
き
に
②

〜
大
本
四
大
主
義
〜
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平
和
の
実
現
に
向
け
て
〜
大
本
と
平
和
〜
﹂
と
題

し
て
講
演
し
た
。
参
加
者
は
29
人︵
内
、一
般
９
人
︶。

講
座
で
は
、
大
本
が
こ
れ
ま
で
推
し
進
め
て
き

た
、
世
界
に
お
け
る
平
和
活
動
を
紹
介
し
な
が
ら
、

﹁
歴
代
の
教
主
・
教
主
補
は
常
に
世
界
平
和
を
祈
ら

れ
て
き
た
。
宗
教
は
本
来
、
神
さ
ま
の
み
心
に
従
っ

て
、
平
和
を
築
く
べ
き
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、﹁
世

界
の
宗
教
が
交
流
す
る
こ
と
で
、
お
互
い
を
認
め

合
う
こ
と
が
で
き
、
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
世

界
平
和
へ
向
か
う
﹂
と
結
ん
だ
。

参
加
者
か
ら
は
、

﹁
世
界
中
で
宗
教
同

士
の
争
い
が
激
し
く

な
る
中
、
本
来
の
宗

教
の
あ
り
方
を
学
ば

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
︵
男
性
・
一
般
︶﹂

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ

た
。

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会
は
３
月
19
・
20
日
の

両
日
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
開
催
さ
れ
、

の
べ
21
人
が
受
講
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク
ラ
ス
が
基
本
動
作
か
ら
後

取
動
作
・
正
中
動
作
・
祓
式
行
事
・
月
次
祭
ま
で
、

中
級
ク
ラ
ス
が
大
神
鎮
座
祭
・
祖
霊
鎮
祭
ま
で
を

実
習
し
た
。
ま
た
、
お
給
仕
の
仕
方
や
お
宮
の
清

掃
方
法
、
祭
服
の
着
付
け
な
ど
、
信
仰
生
活
に
お

け
る
基
礎
的
な
内
容

も
学
ん
だ
。

な
お
、
初
級
と
中

級
ク
ラ
ス
の
内
、
９

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
、
祭
式
の
修
得

に
励
ん
だ
。

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
・
関
東
教

区
春
季
合
同
慰
霊
祭
は
、
３
月
13
日
、
午
前
10
時

30
分
か
ら
、
斎
主
・
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

次
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
２
５
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
千
葉
主
会
、
少
年
祭
員
は
千
葉
主
会

の
武
山
な
お
ひ
さ
ん
、
あ
お
い
さ
ん
姉
妹
、
伶
人

は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
関
谷
荘

一
千
葉
主
会
長
、
添
釜
は
神
奈
川
主
会
が
担
当
し

た
。祭

典
後
、
東
京
本
部
を
代
表
し
て
猪
子
次
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
両
聖
地
で
開
催
さ
れ
る
高
校

生
講
座
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
放
映
し
、﹁
春
休
み
は
、
少
年

祭
式
講
習
会
も
あ
り
、
青
年
同
志
が
誘
い
合
っ
て

の
大
道
場
修
行
の
受
講
も
増
え
る
。
こ
の
よ
う
な

後
継
者
育
成
の
場
面
で
は
、
直
接
、
間
接
、
多
く

の
人
た
ち
の
思
い
や
り
や
気
遣
い
に
よ
っ
て
成
就

す
る
。
自
分
に
後
継

者
が
い
る
か
ど
う
か

で
は
な
く
、
み
ん
な

が
そ
う
思
う
こ
と
が

大
切
﹂
と
述
べ
た
。

そ
の
後
、
祭
典
・

行
事
案
内
、
直
会
に

移
り
、
す
べ
て
が
終

了
し
た
。

大
本
公
開
講
座

﹁
第
１
５
７
回
大
本
公
開
講
座
は
、
３
月
16
日
午

後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開
催
さ

れ
、
田
中
雅
道
国
際
愛
善
宣
教
課
主
幹
が
﹁
世
界

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

４
月３

日
︵
日
︶ 

午
前
９
時
30
分
︵
９
時
受
付
︶

 

新
入
信
徒
研
修
会
︵
春
の
集
い
︶

10
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

東
光
苑
春
季
大
祭

20
日
︵
水
︶ 

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

大
本
公
開
講
座
︵
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
︶

 

講
題

ま
す
ま
す
広
が
る
21
世
紀
の
新
し
い
社
会

〜
立
替
え
立
直
し
の
時
代
を
元
気
に
生
き
る
道
〜

講
師

藤
原
直
哉
︵
株
式
会
社
あ
え
る
ば
会
長
・

　
　
　
　
　
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
︶

24
日
︵
日
︶
午
前
10
時
30
分
執
行

 

企
業
繁
栄
祈
願
祭
︵
34
回
︶

29
日
︵
祝
・
金
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

四
代
教
主
十
五
年
祭

５
月４

日
︵
祝
・
水
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

 

教
主
生
誕
祭
・
三
代
教
主
︵
１
１
４
年
︶
　

　
教
主
補
︵
１
１
９
年
︶
聖
誕
祭

５
日
︵
祝
・
木
︶
午
前
10
時
30
分
執
行

 

開
教
１
２
４
年 

み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

８
日
︵
日
︶ 

午
前
10
時
30
分
執
行

  

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

18
日
︵
水
︶ 

午
後
７
時
〜
８
時
30
分

  

大
本
公
開
講
座
︵
航
空
会
館
・
港
区
新
橋
︶

 

講
題

患
者
の
力
を
身
に
つ
け
る

〜
が
ん
の
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
に
〜

講
師

加
藤
眞
三
︵
慶
應
義
塾
大
学
看
護
医
療

　
　
　
　
　 

学
部
教
授
︶

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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斎主先達で天津祝詞を奏上（慰霊祭）

世界連邦で世界を一つに

基本をしっかりと身につけた

●
退
職
あ
い
さ
つ 

井
畑
　
太
︵
祭
務
課
主
事
︶

私
事
、
３
月
で
定
年
を
迎
え
、
本
部
を
退

職
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
１
９
７
６
年
４

月
に
ご
奉
仕
に
上
が
り
、
こ
の
３
月
で
ち
ょ
う

ど
40
年
に
な
り
ま
す
。
東
京
本
部
に
着
任
し
て

か
ら
は
７
年
が
経
ち
ま
し
た
。
あ
っ
と
い
う
間

で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
関
東
教
区
の

皆
々
さ
ま
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
亀
岡
の
空

よ
り
お
祈
り
申
し

上
げ
て
お
り
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
失
礼

し
ま
す
。

●
着
任
あ
い
さ
つ 

神
宮
幸
太
郎
︵
祭
務
課
員
︶

サ
ル
ー
ト
ン
。
ミ
、
ダ
ン
カ
ス
、
ヴ
ィ
ン
、

プ
ロ
、
ヴ
ィ
ー
ア
、
ボ
ン
ヴ
ェ
ニ
ー
ゴ
。

皆
さ
ま
は
じ
め
ま
し
て
。
こ
の
度
、
東
京
本

部
勤
務
と
な
り
ま
し
た
、
神
宮
幸
太
郎
と
申
し

ま
す
。
関
東
圏
で
の
お
仕
事
は
、
初
め
て
で
す
。

右
も
左
も
、
地
理
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
最
初
は
、

ご
迷
惑
ば
か
り
お
掛
け
す
る
か
と
は
思
い
ま
す

が
、
温
か
く
見
守
っ

て
い
た
だ
き
、
ご

指
導
賜
り
ま
す
よ

う
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。


