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平成28年（2016）

厳い
づ

と
瑞み

づ

陰い
ん

と
陽や

う

と
の
神し

ん
と
く徳

を

　
　
　 

世よ

に
照て

ら
し
ま
す
伊い

づ

の

め

都
能
売
の
神か

み

神
島
開
き
百
周
年
と
伊い

づ

の

め

都
能
売
神し

ん

ゆ諭
　
　
　
　
　
　
　
愛
善
宣
教
課
主
任
　
柿 

崎 

哲 

男

去
る
９
月
７
日
か
ら
９
日
に
か
け
、
関
東
教
区
の
皆
さ
ん
と
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
神
島
開
き
百
周
年
記
念
祭
典
に

参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
百
年
前
の
神
島
ま
い
り
の
神
事
を
偲
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

８
日
当
日
、
東
京
か
ら
の
バ
ス
組
は
、
天
恩
郷
み
ろ
く
会
館
前
を
午
前
６
時
出
発
。
台
風
13
号
の
影
響
か
、
姫

路
港
ま
で
の
２
時
間
は
、
道
中
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
で
の
休
憩
を
断
念
す
る
ほ
ど
の
豪
雨
に
。
現
地
で
準
備
を

進
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
先
輩
諸
兄
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、〝
お
き
よ
め
の
雨
〟
と
心
の
中
で
念
じ
な
が
ら
も
い

つ
の
間
に
か
白
河
夜
船
。
気
が
付
け
ば
曇
天
の
姫
路
港
、
姫
路
み
な
と
ド
ー
ム
に
到
着
し
ま
し
た
。

雨
上
が
り
の
港
は
潮
風
が
清
々
し
く
、
黒
雲
が
ゆ
っ
く
り
と
青
空
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
ま
し
た
。
玉
串

受
付
や
乗
船
手
続
き
を
済
ま
せ
、
東
京
バ
ス
組
は
第
６
便
「
す
い
せ
い
号
」
に
乗
船
。
停
泊
中
も
す
で
に
上
下
に

揺
れ
て
い
て
、「
こ
れ
は
波
が
荒
い
ぞ
」
と
唾
を
ゴ
ク
リ
。
出
港
予
定
の
９
時
15
分
前
、
船
員
さ
ん
が
人
数
確
認
し

早
め
に
出
発
。
予
想
通
り
の
高
波
、
狭
い
甲
板
に
は
雨
と
も
波
と
も
つ
か
な
い
強
い
し
ぶ
き
。
鈴
木
花
枝
総
務
先

達
で
一
同
真
剣
に
神
言
を
奏
上
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
約
20
分
、
青
空
の
下
に
浮
か
ぶ
神
島
に
到
着
。
海
上
と
は
ま

さ
に
別
天
地
、
因
縁
の
神
さ
ま
が
お
隠
れ
に
な
っ
て
い
た
一
つ
島
、
霊
妙
な
世
界
を
体
感
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
の
祭
典
で
は
、
総
勢
５
８
５
人
が
参
拝
や
係
員
と
し
て
上
陸
し
、
歴
史
的
神
事
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
開
祖
さ
ま
、
聖
師
さ
ま
、
二
代
さ
ま
、
三
代
さ
ま
が
お
そ
ろ
い
で
お
渡
り
に
な
ら
れ
た
大
正
５
年
か

ら
百
年
の
佳
節
。
国
常
立
尊
さ
ま
が
開
祖
さ
ま
に
、「
天
の
み
ろ
く
さ
ま
が
聖
師
さ
ま
で
あ
る
」
と
の
神
秘
を
明
か

さ
れ
た
時
で
も
あ
り
、
翌
大
正
６
年
に
は
、
根
本
経
典
『
大
本
神
諭
』
が
発
表
さ
れ
、
聖
師
さ
ま
の
救
世
の
ご
神

業
が
急
展
開
し
て
ゆ
き
ま
す
。

奇
し
び
に
妙
な
る
こ
の
秋
に
、
教
主
さ
ま
か
ら
『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
の
公
刊
が
許
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
７
年

の
開
祖
さ
ま
ご
昇
天
の
の
ち
、
厳
の
御
霊
、
瑞
の
御
霊
の
ご
神
格
を
併
せ
持
っ
た
、
伊い

づ

の

め

都
能
売
の
身
魂
と
し
て
の

聖
師
さ
ま
を
通
し
て
神
示
さ
れ
た
、
国
祖
・
国
常
立
尊
さ
ま
の
立
直
し
の
神
諭
で
す
。

発
表
か
ら
約
百
年
の
星
霜
を
経
て
、
あ
ら
た
め
て
『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
の
拝
読
を
許
さ
れ
る
、
私
た
ち
大
本

信
徒
の
使
命
を
思
う
と
き
、
身
が
引
き
し
ま
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

【
ヨ
ル
ダ
ン
土
・
教
主
さ
ま
お
手
植
え
み
ろ
く
村
ム
ラ
サ
キ
釉
】

教主さまお作 灰釉茶盌 銘「紫」
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ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
言
霊
の
力
で
す
。

　

一
例
を
あ
げ
て
「
ト
」
と
い
う
音
、
言
葉
、
言

霊
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
人
に
お
酒
を
つ
い

で
も
ら
う
と
き
、
お
チ
ョ
コ
か
ら
溢
れ
そ
う
に

な
っ
た
ら
、
思
わ
ず
「
お
っ
と
っ
と
…
」
と
言

い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
誰
に
教
わ
る
わ
け
で
も

な
く
自
然
と
口
を
つ
い
て
出
る
表
現
で
す
。
こ

の
「
ト
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
止
ま
る
」
と
か
「
留

ま
る
」
と
い
う
力
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
誰
か

が
勢
い
よ
く
走
っ
て
い
る
時
に
、「
お
い
っ
」

と
声
を
か
け
て
も
す
ぐ
に
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。

「
お
っ
と
っ
と
…
」
と
声
を
か
け
れ
ば
、
止
ま

り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
と
て
も
重
た
い
石
が
あ
る
と
し
ま
す
。

そ
こ
に
「
ヘ
」
と
い
う
言
葉
を
掛
け
声
に
、
こ

の
石
を
持
と
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
「
ヘ
ー
」

で
は
力
が
入
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
掛
け
声

を
「
ウ
」
の
言
葉
に
変
え
て
み
ま
す
。
す
る
と

掛
け
声
と
同
時
に
力
が
入
り
、
重
た
い
石
で
も

自
然
と
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
ウ
」

や
「
ウ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
力
の
源
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
言
霊
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
力
と
働

き
が
あ
る
の
で
す
。

神
さ
ま
の
ご
意
思
が
働
く
時

　

言
霊
に
つ
い
て
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
さ
ま

は
、「
神
さ
ま
の
ご
意
思
が
働
く
と
き
言
霊
と

な
る
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
さ
ま
の
ご
意

思
が
働
く
と
き
と
は
い
つ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
宇
宙
の
は
じ
ま
り
、
天
地
剖
判
に
さ
か

の
ぼ
り
ま
す
。
実
は
言
霊
の
力
に
よ
っ
て
宇
宙

は
創
造
さ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

『
天
も
な
く
地
も
な
く
宇
宙
も
な
く
、
大
虚

空
中
に
一
点
の
ヽほ

ち

忽
然
と
顕
れ
給
ふ
。
こ
の
ヽ

た
る
や
、
澄
み
き
り
澄
み
き
ら
ひ
つ
つ
、
次
第

次
第
に
拡
大
し
て
、
一
種
の
円
形
を
な
し
、
円

せ
て
い
た
だ
く
と
も
い
い
ま
す
。「
言
霊
」
は

一
般
的
に
「
コ
ト
ダ
マ
」
と
読
む
よ
う
で
す
が
、

大
本
で
は
「
コ
ト
タ
マ
」
と
濁
ら
ず
に
表
現

し
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
古
く
か
ら
「
言
霊
の
幸
は
ふ
国
」

と
か
、「
言
霊
の
照
り
渡
る
国
」、「
言
霊
の
生

く
る
国
」
と
い
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
祝

詞
奏
上
の
と
き
や
、
天
地
神
明
、
自
然
に
対

し
て
発
声
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
を
傷
つ
け
、

や
る
気
を
無
く
さ
せ
る
力
や
、
そ
の
逆
に
人

を
勇
気
づ
け
、
や
る
気
を
出
さ
せ
る
力
も
併

せ
持
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
て
い
た
か

ら
で
す
。
日
本
人
は
昔
か
ら
、
言
霊
を
大
切

に
し
、
声
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
、
大
変

重
み
の
あ
る
こ
と
と
し
て
い
た
の
で
す
。

　
言
葉
が
も
っ
て
い
る
力

　

で
は
、
言
霊
と
は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
今
、
皆
さ
ん
に
声
を
通
し
て
お
話
し
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
言
霊
で
解
釈
す
る
と
「
コ
エ
」

と
は
「
心
の
柄
」
が
つ
づ
ま
っ
た
も
の
で
「
コ

コ
ロ
エ
」
が
転
じ
て
声
、
つ
ま
り
「
心
の
現
れ

た
も
の
が
声
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

人
間
の
肉
体
に
霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
よ
う

に
、
言
葉
の
中
に
も
「
タ
マ
シ
イ
」
が
込
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
音
声
と
な
っ
て
、
意

味
や
力
、
働
き
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
教
え

形
よ
り
は
湯
気
よ
り
も
煙
よ
り
も
霧
よ
り
も

微
細
な
る
神
明
の
気
放
射
し
て
、
円
形
の
圏

を
描
き
ヽ
を
包
み
、
初
め
て
☉ス

の
言
霊
生
ま

れ
出
で
た
り
。
こ
の
☉
の
言
霊
こ
そ
宇
宙
万

有
の
大
根
元
に
し
て
、
主
の
大
神
の
根
元
太

極
元
と
な
り
、
皇
神
国
の
大
本
と
な
り
給
ふ
』

（『
霊
界
物
語
』
第
73
巻
第
１
章
）

天
も
な
く
、
地
も
な
く
、
宇
宙
も
は
じ
ま
っ

て
い
な
い
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
な
か
な
か

想
像
の
つ
き
に
く
い
場
面
で
す
が
、
宇
宙
の

造
化
の
原
初
を
示
さ
れ
た
お
示
し
で
す
。
こ

の
☉ス

か
ら
七
十
五
声
と
い
わ
れ
る
言
霊
が
生

ま
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
成
り
立
ち
も
お

示
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

『
清
朗
無
比
に
し
て
、
澄す

み
き
り
澄
み
き
り

ス
ー
ス
ー
ス
ー
ス
ー
と
四
方
八
方
に
限
り
な

く
、
極
み
な
く
伸
び
拡
ご
り
膨
れ
上
り
、
遂

に
☉ス

は
極
度
に
達
し
て
ウ
の
言
霊
を
発
生
せ

り
。
ウ
は
万
有
の
体
を
生
み
出
す
根
元
に
し

て
、
ウ
の
活
動
極
ま
り
て
ま
た
上
へ
上
へ
と

昇
り
ア
の
言
霊
を
生
め
り
。
ま
た
ウ
は
降
っ

て
は
遂
に
オ
の
言
霊
を
生
む
』

（『
霊
界
物
語
』
第
73
巻
第
１
章
）

こ
の
よ
う
な
感
じ
で
、「
エ
」「
イ
」
の
言

霊
も
誕
生
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
五
十
音
の
タ
テ
の
列
が
生
ま
れ
、

聖
師
さ
ま
は
こ
れ
を
「
五
大
父
音
」
と
名
付

け
ま
し
た
。
そ
の
後「
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
ヤ
ラ
ワ
」

と
言
霊
が
広
が
っ
て
ゆ
き
、
さ
ら
に
七
十
五

声
に
な
り
、
主ス

の
神
さ
ま
は
こ
の
言
霊
の
力

を
活
用
さ
れ
数
十
億
年
を
か
け
、
全
大
宇
宙

を
お
創
り
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
、
ヨ
ハ
ネ
伝
の
「
太は

じ

め初

に
道

こ
と
ば

あ
り
、
道
は
神
と
偕と

も

に
あ
り
、
道
は
即
ち

神
な
り
」「
万
物
こ
れ
に
由よ

り

て
造
ら
る
、
造
ら

れ
る
た
る
者
に
一
と
し
て
之
に
由よ

ら
で
造
ら

大
本
青
年
部
長

西
山 

桂
一
郎

祝の

り

と詞
の
心

公開
講座

祝
詞
と
は

　

大
本
の
祝
詞
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、
私
た
ち
大
本
信
徒
が
毎
日
の
礼
拝
で
使
っ

て
い
る
、
こ
の
『
お
ほ
も
と
の
り
と
』
で
説

明
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
前
に
ま
ず
「
の
り
と
」
の
意
味
に
つ

い
て
で
す
が
、
漢
字
で
書
き
ま
す
と
「
祝
詞
」

と
な
り
ま
す
。「
祝
」
の
左
側
は
「
示
」
で
、

こ
れ
は〝
神
〟
と
か〝
マ
ツ
リ
〟
を
意
味
し
ま
す
。

右
側
の
「
兄
」
は
、「
口
」
と
「
人
」
と
上

下
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、「
神・

さ
ま
に
人・

が

口・

を
も
っ
て
申
し
上
げ
る
こ・

・

・

・

と
が
ら
、
言
葉
」

が
祝
詞
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
祝
詞
の
こ・

・

・

・

と
が
ら
、
言
葉
に

は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
大
本
で
も
一
般
で
も
奏
上
さ

れ
る
祝
詞
に
は
、
そ
の
内
容
に
大
き
く
三
つ

の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
に
は
神

さ
ま
を
お
称
え
す
る
「
讃
美
」
の
言
葉
、
二

つ
目
が
日
々
ご
守
護
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
の
「
感
謝
」
の
意
、そ
し
て
そ
の
時
々

の
「
祈
願
」
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

言こ
と
た
ま霊
の
幸
は
ふ
国

　

祝
詞
は
、
す
べ
て
声
、
言
葉
に
出
し
て
奏

上
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
言
霊
」
で
奏
上
さ

o o m o t o

〜
感
謝
と
祈
り
〜
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ま
す
。
気
、
生
気
が
枯
れ
る
こ
と
で
す
。
お

葬
式
な
ど
に
参
列
し
て
、
笑
顔
で
帰
っ
て
く

る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
シ
ュ
ン
と

な
っ
て
帰
っ
て
く
る
姿
、
こ
れ
が
一
つ
の
「
気

が
枯
れ
て
い
る
」
状
態
で
す
。
こ
れ
を
祓
う

た
め
に
、
葬
儀
に
参
列
し
た
後
は
、
修
祓
を

受
け
た
り
、
切
り
火
を
し
た
り
、
ま
た
塩
を

ま
い
た
り
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
大
宇
宙
の
修
祓
の
た
め
、
天

地
の
神
々
の
ご
活
躍
を
願
う
と
と
も
に
、
私

た
ち
も
天
地
経
綸
の
主
体
と
し
て
し
っ
か
り

活
動
さ
せ
て
く
だ
さ
い
、
と
神
さ
ま
に
誓
う

祝
詞
が
、
こ
の
天
津
祝
詞
な
の
で
す
。

世
の
祓
い
清
め
を

祝
詞
の
こ
こ
ろ
と
し
て

　

大
本
に
は
梅
松
苑
と
天
恩
郷
の
両
聖
地
や
、

東
京
本
部
を
は
じ
め
、
全
国
に
多
く
の
教
会

が
あ
り
ま
す
。
各
個
人
の
家
庭
も
含
め
、
全

て
の
ご
神
前
で
、
毎
日
、
朝
拝
・
夕
拝
の
天

津
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
神
さ
ま
に
日
々
の
感
謝
と
お
詫
び
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、

さ
ら
に
、
度
重
な
る
震
災
や
、
風
水
害
の
被

害
に
対
す
る
復
興
の
祈
願
を
込
め
て
、
毎
日
、

真
剣
に
祈
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

５
年
前
、
突
如
東
北
や
関
東
地
方
を
襲
っ

た
東
日
本
大
震
災
、
被
害
の
全
貌
が
、
ま
だ

ま
だ
見
え
て
い
な
い
熊
本
大
地
震
、
そ
の
他

諸
々
の
「
曲
事
罪
穢
」
を
祓
い
清
め
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら

に
こ
の
祓
い
の
祝
詞
・
天
津
祝
詞
を
大
神
さ

ま
に
真
剣
に
奏
上
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

れ
し
は
無な

し

」
は
、
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
こ
と

だ
と
聖
師
さ
ま
は
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

五
大
父
音
は
現
在
で
も
地
球
上
に
鳴
り
響
い

て
い
ま
す
。
万
が
一
こ
の
音
が
止
ま
っ
た
時
は
、

宇
宙
の
活
動
が
止
ま
る
時
で
す
。
大
宇
宙
に
鳴

り
響
く
こ
の
言
霊
は
、
普
段
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
。

人
間
に
は
一
番
大
き
い
音
と
一
番
小
さ
い
音
は

聞
こ
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

こ
の
五
大
父
音
を
聞
き
た
い
人
は
、
指
で

耳
の
穴
を
塞
い
で
み
て
く
だ
さ
い
。
ゴ
ォ
ォ
ー

と
い
う
音
が
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
？　

こ
れ
が

宇
宙
に
鳴
り
響
い
て
い
る
五
大
父
音
で
す
。
主

の
大
神
さ
ま
の
大
い
な
る
ご
意
思
の
働
き
を
、

音
、
言
霊
と
し
て
、
な
ん
と
な
く
感
じ
さ
せ

て
い
た
だ
け
る
の
で
す
。

大
本
で
奏
上
し
て
い
る
祝
詞

　

大
本
で
は
毎
日
の
礼
拝
で
『
お
ほ
も
と
の

り
と
』
に
あ
る
６
種
類
を
使
い
分
け
て
奏
上

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
、

天
津
祝
詞
を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

天
津
祝
詞
は
延
喜
式
に
は
「

禊
み
そ
ぎ
は
ら
へ
の
こ
と
ば

祓

詞

」

と
し
て
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
天
津
祝
詞
は

ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
何
が
書
か
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
聖
師
さ
ま
は
言
霊
学
の
視
点

か
ら
、
細
か
く
読
み
解
い
て
い
ま
す
。

　

最
初
の
高
天
原
に
つ
い
て
は
、「
タ
」
＝
霊
、

「
カ
」
＝
体
、「
ア
」＝
言
霊
、
上
が
る
意
、「
マ
」

＝
円
満
具
足
を
示
し
、「
ハ
」＝
四
方
に
開
く
の

意
を
表
し
、「
ラ
」
＝
螺
旋
を
現
わ
す
、
と
い
う

よ
う
に
、
一
音
一
音
に
意
味
が
あ
り
、
大
き

く
分
け
て
も
10
数
通
り
、
小
さ
く
分
け
る
と

よ
り
多
く
の
解
釈
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
「
タ
・
カ
・
ア
・
マ
・
ハ
・
ラ
」「
高
天
原
」

と
は
、
全
大
宇
宙
、
ま
た
は
全
大
宇
宙
の
中

心
地
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
大
宇
宙
に
は
主

の
大
神
さ
ま
の
霊
的
方
面
か
む
ろ
ぎ
と
、
体

的
方
面
か
む
ろ
み
の
ご
活
動
が
あ
る
。
そ
の

活
動
力
に
よ
っ
て
、
宇
宙
造
化
の
た
め
に
天

地
を
清
め
、
全
て
の
神
意
に
反
す
る
こ
と
、
罪
・

穢
れ
を
祓
い
清
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
、

天
地
の
天
使
（
神
々
）
も
ご
一
緒
に
ご
活
動

く
だ
さ
い
ま
せ
、
と
い
う
の
が
天
津
祝
詞
の

大
意
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
の
天
津
祝
詞
は
、
全
大
宇
宙
を

祓
い
清
め
る
祝
詞
、
宇
宙
間
の
リ
ズ
ム
の
乱

れ
の
調
整
や
ゆ
が
み
を
軌
道
修
正
す
る
祓
い

の
言
霊
で
あ
り
、
ま
た
個
人
の
罪
穢
れ
を
祓

う
祝
詞
な
の
で
す
。

祓
い
と
は

　

日
本
人
が
発
す
る
音
声
を
言
霊
学
で
は

七
十
五
声
と
い
い
ま
す
が
、
言
霊
の
初
め
の

五
大
父
音
は
、
ア
イ
ウ
エ
オ
で
は
な
く
ア
オ

ウ
エ
イ
と
発
声
し
ま
す
。

　

天
津
祝
詞
の
一
節
「
ア
ハ
ギ
ガ
ハ
ラ
」
と

は
言
霊
学
上
で
は
全
大
宇
宙
と
い
う
意
味
が

あ
り
、「
ア
」
は
洗
う
、「
ハ
」
は
開
く
、「
ギ
」

は
中
心
、
「
ハ
ラ
」
と
は
広
い
と
こ
ろ
、
海
原

な
ど
を
指
し
て
い
ま
す
。「
み
そ
ぎ
祓
ひ
」
と

は
、「
ミ
」
は
体
、
身
体
、
物
質
界
な
ど
の
こ

と
で
、「
ソ
ギ
」
は
す
す
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
っ

て
、
体
と
か
物
質
界
な
ど
大
掃
除
、
大
洗
濯

の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、「
ハ
ラ
イ
」
と
は
祓
う
、
ま
た
は
洗

う
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
心
や
体
の
垢

を
洗
い
去
る
、
つ
ま
り
修
祓
と
か
潔
斎
の
こ

と
で
、
こ
れ
に
は
大
潔
斎
と
中
小
の
潔
斎
が

あ
り
ま
す
。

　

大
本
の
教
義
で
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
大
潔

斎
と
は
宇
宙
の
潔
斎
、
中
潔
斎
は
国
土
や
社

会
の
潔
斎
、
小
潔
斎
は
一
身
一
家
、
ま
た
は

個
人
や
家
庭
の
潔
斎
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
潔

斎
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
潔
斎
の
た
め
に
重

要
な
言
霊
が
天
津
祝
詞
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
天
津
祝
詞
に
は
「
曲

ま
が
こ
と
つ
み
け
が
れ

事
罪
穢
」
と

い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
。「
マ
ガ
コ
ト
」
と
は

神
さ
ま
の
御
神
意
か
ら
外
れ
る
こ
と
、「
ツ
ミ
」

と
は
包
み
隠
す
、
中
身
の
汚
い
も
の
を
包
ん

で
表
面
的
に
は
美
し
い
物
に
装
う
こ
と
と
示

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
せ
っ
か
く
の
宝
を

包
み
込
ん
で
、
真
価
を
現
わ
さ
な
い
こ
と
も

「
ツ
ミ
」、
つ
ま
り
罪
で
あ
り
ま
す
。

　

悪
い
こ
と
を
す
る
の
も
罪
、
良
い
こ
と
が

で
き
る
の
に
敢
え
て
し
な
い
こ
と
も
、
ま
た

罪
な
の
で
す
。
例
え
ば
お
金
で
も
ず
っ
と
積

ん
で
い
た
ら
、
利
己
主
義
、
自
己
本
位
に
な
っ

て
、
罪
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
「
ツ
ミ
」
に
続
く
「
ケ
ガ
レ
」
と

い
う
の
は
、
気
持
ち
が
枯
れ
る
こ
と
を
い
い

掲
載
文
は
、
平
成
28
年
６
月
15
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
。
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東
光
苑
月
次
祭

東
光
苑
月
次
祭
（
長
寿
感
謝
祭
・
交
通
安
全

祈
願
）
な
ら
び
に
秋
季
合
同
慰
霊
祭
は
、
９
月

11
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
１
４
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
青
松
会
員
、
伶
人

は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭
拝
読
は
松

香
分
苑
青
松
会
の
佐
和
山
優
子
さ
ん
、
添
釜
は

茨
城
主
会
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
猪
子
次
長
が
あ
い
さ
つ
。
９
月
月

次
祭
参
拝
へ
の
謝
辞
を
述
べ
た
の
ち
、
９
月
８
日

に
執
行
さ
れ
た
神
島
開
き
百
周
年
記
念
祭
典
に

合
わ
せ
、
大
本
本
部
か
ら
新
た
に
刊
行
さ
れ
た

『
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
』
の
内
容
に
つ
い
て
ふ
れ
、

世
の
立
直
し
の
啓
示
と
し
て
示
さ
れ
た
、
同
神

諭
の
現
代
的
意
義
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

引
き
続
き
、
関
東
教
区
青
年
部
が
夏
期
学

級
や
第
24
回
大
本
青
年
祭
で
の
奉
納
の
様
子
な

ど
を
紹
介
。
ま
た
、
東
光
苑
月
次
祭
後
に
行
っ

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

10
月９

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
（
土
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

家
庭
平
安
祈
願
祭
（
第
25
回
）

18
日
（
火
）	

午
後
７
時

	

霊
界
物
語
全
国
一
斉
拝
読
会
（
第
49
回
）

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
）

	

講
題

出
口
す
み
こ
が
現
代
に
残
し
た
も
の

講
師		

出
口
眞
人
（
愛
善
信
光
会
理
事
長
）

	

22
日
（
土
）・
23
日
（
日
）

		

大
学
生
社
会
人
講
座	e

n
	T
O
K
IO

11
月６

日
（
日
）	

午
前
10
時
30
分
執
行

	

開
教
１
２
４
年	

大
本
開
祖
大
祭
遥
拝
祭

	

13
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

16
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
「
農
は
国
の
大た

い
ほ
ん本

」

〜
今
求
め
ら
れ
る
食
・
農
問
題
〜

	

講
師　

小
藪
資
史　

（
特
派
宣
伝
使
）

19
日
（
土
）	

午
前
９
時
〜
16
時
30
分

		

東
光
苑
葬
祭
研
修
会

大
本
東
京
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

U
R

L
 h

t
t
p
://o

o
m

o
t
o
-t

o
k
y
o
.c

o
m

大
本
公
開
講
座

「
第
１
６
３
回
大
本
公
開
講
座
」
は
、
９
月
21

日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の
航
空
会
館
で
開

催
さ
れ
、
出
口
飛
鳥
メ
デ
ィ
ア
愛
善
宣
教
課
主
事

が
「
大
本
の
教
風
〜
根
源
美
の
探
求
〜
」
と
題
し

て
講
話
し
た
。
参
加
者
は
31
人
（
内
、
一
般
５
人
）。

講
師
は
、「〝
信
仰
即
芸
術
即
生
活
〟
と
い
う
教
え

が
あ
る
が
、
芸
術
に
は
神
の
心
が
宿
っ
て
い
る
」
と

し
て
、「
信
徒
一
人
ひ
と
り
が
芸
術
を
実
践
し
て
生

か
さ
れ
る
喜
び
を
感
じ
、
魂
の
向
上
を
目
指
す
こ
と

が
大
本
の
教
風
で
あ
る
」
と
語
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ

た
作
品
の
美
、
話
し
手
の
美
、
聴
衆
の
美
、
会
場

全
体
の
雰
囲
気
に
天
国
の
美
を
感
じ
た
（
男
性
・

一
般
）」
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

秋
を
愛
で
る
夕
べ

東
光
苑
秋
を
め
で
る
夕
べ
は
、
９
月
15
日

（
旧
暦
８
月
15
日
）
午
後
６
時
か
ら
８
時
ま
で

催
さ
れ
、
一
般
を
含
む
49
人
が
来
苑
。

朧
月
の
も
と
、
東
光
庵
に
て
髙
野
社
中
に

よ
る
薄
茶
接
待
、
ロ
ビ
ー
で
は
お
神
酒
接
待

が
行
わ
れ
、
路
地
を
照
ら
す
行
灯
と
能
楽
の

調
べ
が
、
幽
玄
の
世
界
を
演
出
し
た
。
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書籍宣教活動展開中 !!書籍宣教活動展開中 !!
茨
城
連
合
会
長
か
ら
祝
辞
と
記
念
品
の
授
与

が
あ
り
、
列
席
者
を
代
表
し
て
、
東
京
主
会

の
渡
辺
郁
郎
さ
ん
が
答
辞
を
述
べ
た
。

当
日
列
席
者
＝
米
寿
／
渡
辺
郁
郎
（
東
京
）、

岩
下
多
計
（
群
馬
）、
池
田
ま
つ
よ
（
茨
城
）、

原
澄
江
（
神
奈
川
）、
喜
寿
／
田
中
登
美
・
垂

石
栄
七
郎
（
東
京
）、
瀬
戸
口
弘
海
（
栃
木
）、

高
杉
昭
廣
・
佐
藤
美
津
子
（
神
奈
川
）、
木
村

郡
志
・
鎌
倉
平
八
郎
（
千
葉
）、
阿
部
宇
多
子
・

野
口
松
生
・
高
嶋
竜
代
・
勢
木
紘
治
郎
・
畠
山

真
伸
（
茨
城
）、瀬
戸
斐
子
・
鈴
木
十
三
郎
（
埼
玉
）

こ
の
講
座
は
天
恩
郷
で
の
４
日
半
の
大
道
場
修

行
を
３
日
間
に
凝
縮
し
た
も
の
。
八
雲
琴
で
の
鎮

魂
、
食
作
法
を
始
め
全
14
講
座
を
実
施
。
２
年
以

内
に
梅
松
苑
で
の
残
り
の
講
座
を
受
講
す
る
と
、

修
了
証
が
渡
さ
れ
る
。

受
講
者
か
ら
は
「
今
後
の
生
き
方
の
方
向
性
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
（
女
性
）」「
大
本
の
教
え
は

本
物
で
あ
る
と
確
信
し
た
（
男
性
）」
等
の
感
想

が
聞
か
れ
た
。

東
光
苑
道
場
講
座

東
光
苑
道
場
講
座
は
、
９
月
17
日
か
ら
19

日
の
３
日
間
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
を
会
場

に
開
催
さ
れ
、
の
べ
30
人
が
受
講
し
た
。

て
い
る
献
金

バ
ザ
ー
、
災

害

義

援

金

活
動
等
、
一

年
間
の
活
動

を
ス
ラ
イ
ド

シ
ョ
ー
で
報

告
し
た
。

最
後
に
恒

例
の
「
長
寿

祝
式
典
」
が

行
わ
れ
、
列

席
者
18
人
を

紹
介
。
渡
辺

弘
子
直
心
会

長寿祝式典に参加された皆さん


