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２月号・Februaro

【
み
ろ
く
土
】

教主さまお作  鉄絵梅紋茶盌

天あ
め
つ
ち地
の
正た

だ

し
き
道み

ち

を
踏ふ

み
し
め
て

歓え
ら

ぎ
む
つ
ま
ひ
御み

よ代
に
仕つ

か

へ
む

祭
務
課
　
神 

宮  

幸 

太 

郎

ご
神
命
に
よ
り
、
東
京
本
部
祭
務
課
勤
務
の
お
許
し
が
あ
り
、
間
も
な
く
１
年
に
な
る
。
そ
の
間
、
関
東

教
区
の
方
々
に
は
、
公
私
に
わ
た
り
、
日
々
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
仕
事
上
、
祭
務
関
係
で
の
お
付
き

合
い
が
多
い
の
だ
が
、
昨
年
は
、
千
葉
主
会
主
催
『
親
子
の
集
い
』、
神
奈
川
主
会
夏
期
学
級
、
ま
た
10
月
16

日
に
盛
大
に
行
わ
れ
た
、
走
水
神
社
記
念
祭
典
な
ど
、
お
手
伝
い
さ
せ
て
頂
く
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
の
祭
典
行
事
、
い
つ
も
悩
ま
さ
れ
る
の
が
〝
雨
〟。
幸
い
ご
守
護
を
い
た
だ
き
、
こ
の
一
年
は
い
ず

れ
も
天
気
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
。

今
ま
で
数
多
く
、
種
々
の
外
で
の
祭
典
に
お
仕
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
小
生
は
、
降
雨(

雪)

時
に
、
い
か

に
滞
り
な
く
、
無
事
に
祭
典
を
終
え
る
た
め
の
準
備
を
す
る
か
等
、
当
時
は
、
同
僚
の
若
手
職
員
等
と
切
磋

琢
磨
し
な
が
ら
、
準
備
を
重
ね
臨の

ぞ

ん
だ
記
憶
が
あ
る
。

自
分
に
は
、
あ
る
雨
の
祭
典
で
大
失
敗
し
た
こ
と
が
、
今
で
も
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
い
る
。
い
つ
も
、
反

省
ば
か
り
だ
が
、
特
に
そ
の
祭
典
の
出
来
事
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
？　

準
備
が
足
り
な

か
っ
た
の
か
？　

あ
る
い
は
、
お
仕
え
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
か
？　

色
々
と
自
問
自
答
し
な
が
ら
、
い

つ
ま
で
も
寝
ら
れ
な
か
っ
た
事
を
、
10
数
年
経
っ
た
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。

東
光
苑
に
お
け
る
数
々
の
祭
典
、
出
向
祭
典
な
ど
に
お
仕
え
す
る
た
び
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
の
ご
協
力
の

も
と
、
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
強
く
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
お
道
の
先
輩
方
々
の
貴
重
な
お
話

や
助
言
、
後
輩
で
あ
る
青
年
達
か
ら
の
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
事
も
あ
り
が
た
く
、

全
て
が
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
が
、
ま
さ
し
く
『
一
期
一
会
』
で
あ
る
と
、
実
感
し
て
い
る
。

よ
く
『
一
期
一
会
』
や
『
初
心
不
可
忘
』
な
ど
、日
常
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
し
ま
う
が
、果
た
し
て
、

ど
こ
ま
で
そ
の
意
味
を
理
解
し
、
実
践
出
来
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
、
勉
強
の
日
々
だ
が
、
少
し
ず

つ
恩
返
し
出
来
る
よ
う
、
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
つ
つ
‥
‥
。

一
期
一
会

　
第
１
６
７
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」

は
、
１
月
18
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
次
長
が
「
出
口
な
お
の
預
言
」
〜
世
界

の
大
峠
と
立
替
え
立
直
し
〜
と
題
し
て
講
話
し

た
。
参
加
者
は
27
人
（
内
、
一
般
６
人
）。

講
師
は
、「
開
祖
の
筆
先
は
、
終
始
一
貫
し

て
人
類
の
平
和
の
た
め
の
啓
示
が
成
さ
れ
て

い
る
」
と
し
て
、「
初
め
は
ク
セ
の
あ
る
丹
波

弁
の
平
仮
名
書
き
に
よ
り
、
読
み
下
し
も
難
解

で
あ
っ
た
が
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
漢
字
を

当
て
た
こ
と
に
よ
り
、
大
本
神
諭
と
し
て
世
に

広
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
語
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
本
の
成
り
立
ち
が
よ
く

わ
か
り
ま
し
た
」（
男
性
・
一
般
）
等
の
声
が

寄
せ
ら
れ
た
。
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o o m o t o

公開
講座

o o m o t o

耀
盌
へ
の
道

　

陶
芸
の
始
ま
り
は
大
正
14
年
。
京
都
の
百
貨

店
で
体
験
し
た
即
席
楽
焼
コ
ー
ナ
ー
の
絵
付
け

で
し
た
。
普
通
な
ら
、
１
個
か
２
個
で
終
わ
り

持
ち
帰
る
の
で
し
ょ
う
が
、
始
め
た
ら
止
ま
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
天
恩
郷
に
楽
焼

窯
を
取
り
寄
せ
ま
す
。
こ
こ
で
は
絵
付
け
が
中

心
で
し
た
が
、
相
当
な
数
を
造
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
、
前
期
楽
焼
時
代
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
昭
和
10
年
の
第
二
次
大
本
事
件
で

聖
師
は
無
実
の
ま
ま
留
置
場
へ
、
両
聖
地
は
壊

さ
れ
て
跡
形
も
無
く
な
り
ま
し
た
。
６
年
８
カ

月
後
の
昭
和
17
年
に
出
所
し
て
亀
岡
に
戻
っ
た

聖
師
は
、
精
魂
込
め
た
焼
き
物
も
壊
さ
れ
た
こ

と
を
知
り
が
っ
く
り
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ

う
言
い
ま
し
た
。「
も
う
い
っ
ぺ
ん
造
る
」
と
。

　

実
は
、
聖
師
は
刑
務
所
の
中
で
、
茶
盌
を
造
っ

て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
土
も
絵
の
具
も
あ
り

ま
せ
ん
。
想
念
の
中
で
、
何
度
も
造
っ
て
は
壊

し
造
っ
て
は
壊
し
、
色
を
つ
け
て
楽
し
ん
で
い

た
の
で
す
。

　

昭
和
19
年
の
年
末
か
ら
、
松
楽
窯
と
い
う
楽

焼
工
房
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
１
年

３
カ
月
間
、
制
作
が
続
き
ま
し
た
。
後
に
耀
盌

と
呼
ば
れ
る
茶
盌
で
す
。
約
３
６
０
０
個
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
素
人
が
そ
れ
だ
け
の
数
を
造
る

の
は
、
相
当
な
体
力
と
気
力
が
必
要
で
す
。
お

ま
け
に
、
73
歳
と
い
う
年
齢
で
す
。

　

耀
盌
と
い
え
ば
、
鮮
や
か
な
色
が
特
徴
で
す

が
、
形
あ
っ
て
の
耀
盌
で
す
。
プ
ロ
の
陶
芸
家

も
、「
形
、
口
周
り
、
高
台
、
ど
れ
を
と
っ
て

も
す
ご
い
」
と
言
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
耀
盌
の
表
面
に
あ
る
小
さ
な
穴
。

こ
れ
は
、
サ
サ
ラ
の
よ
う
な
も
の
で
、「
惟

か
ん
な
が
ら神

た
ま
ち
は
え
ま
せ
」
と
言
霊
を
込
め
て
穿つ

か
れ

　

ピ
カ
ソ
の
絵
も
幼
児
の
造
形
活
動
も
同
じ

で
、
美
の
本
質
が
そ
こ
に
あ
る
と
感
じ
た
の

で
す
。

親
の
芸
術
に
励
む

　

さ
て
本
題
に
入
り
ま
す
。
美
術
史
の
中
で

芸
術
と
宗
教
の
関
係
は
、
宗
教
か
ら
芸
術
が

生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
は
、
そ
の
反
対
、

「
芸
術
は
宗
教
の
母
」
と
唱
え
ま
し
た
。

　

昭
和
２
年
、
芸
術
活
動
を
推
進
す
る
た
め
、

「
今
ま
で
は
、
子
供
の
宗
教
活
動
に
力
を
入
れ

て
き
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
親
の
芸
術
に
励
む
」

と
、
明
光
社
を
設
立
し
、
信
徒
ら
の
先
頭
に

立
っ
て
芸
術
活
動
に
勤
し
み
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
前
は
と
い
う
と
、
大
正
５
年
の
神

島
開
き
以
降
、
聖
師
の
立
場
が
前
面
に
押
し

出
さ
れ
る
と
、『
大
本
神
諭
』
や
『
霊
界
物
語
』

の
発
表
、
み
手
代
や
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
採
用
、

人
類
愛
善
会
創
立
、
世
界
宗
教
連
合
会
発
会

な
ど
、
宗
教
活
動
に
大
車
輪
の
活
動
が
な
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
に
入
り
「
こ

れ
か
ら
は
親
た
る
芸
術
に
励
む
…
」
と
短
歌
、

冠
句
、
書
画
、
果
て
は
音
頭
も
取
っ
た
の
で
す
。

と
い
っ
て
も
、
宗
教
活
動
も
相
変
わ
ら
ず
で
、

寝
る
間
を
割
い
て
普
通
の
人
の
何
倍
も
の
時

間
を
生
き
た
と
い
え
ま
す
。

ま
し
た
。
高
台
周
り
に
は
、
三
本
の
線
と
放

射
状
の
線
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
フ
ォ
ー
ク

で
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
小
さ
な
穴
と
刻

線
が
、
耀
盌
の
形
と
色
を
よ
り
効
果
的
に
見

せ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
絵
付
け
。
迷
う
こ
と
な
く
色
を

つ
け
た
と
い
い
ま
す
。
聖
師
の
目
に
は
、
出

来
上
が
っ
た
色
が
見
え
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
絵
の
具
が
混
ざ
り
濁
っ
て
い

る
よ
う
な
色
も
あ
り
ま
す
が
、
色
と
し
て
輝

い
て
い
ま
す
。
幼
児
の
画
用
紙
に
見
た
生
命

力
に
共
通
す
る
と
思
い
ま
す
。

　

聖
師
は
出
来
た
茶
盌
を
、
家
族
や
信
者
に

「
こ
れ
は
宝
玉
や
。
今
に
宝
に
な
る
」
と
言
っ

て
あ
げ
ま
し
た
。
戦
中
、
戦
後
の
当
時
、
色

で
言
え
ば
灰
色
の
時
代
で
す
。
そ
ん
な
時
に
、

鮮
や
か
な
色
の
茶
盌
を
手
に
し
た
人
た
ち
は
、

明
る
い
未
来
を
感
じ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

耀
盌
顕
現
に
至
る
３
つ
の
眼

　

昭
和
23
年
１
月
に
聖
師
は
亡
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
秋
、
備
前
焼
の
陶
芸
家
・
金か

ね
し
げ重

陶と
う

陽よ
う

と
弟
の
素そ

ざ

ん山
が
、
兵
庫
県
の
竹
田
に
住
む
、

聖
師
の
長
女
・
直
日
、
後
の
三
代
教
主
を
訪

ね
ま
す
。
陶
陽
は
後
年
に
人
間
国
宝
に
認
定

さ
れ
た
、
備
前
焼
中
興
の
祖
と
呼
ば
れ
る
人

で
す
。
三
代
教
主
は
、
２
人
に
聖
師
の
茶
盌

を
見
せ
ま
し
た
。

　〝
侘
寂
の
茶
陶
の
中
で
、
こ
の
茶
盌
は
と
て

も
奇
抜
だ
が
、
そ
う
い
う
概
念
を
は
ず
し
た
ら
、

と
て
も
き
れ
い
で
美
し
い
と
感
じ
る
。
し
か
し
、

自
信
が
な
い
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
に
見
て
も
ら

お
う
〟
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

三
代
教
主
は
、
50
個
ほ
ど
の
茶
盌
を
並
べ
、

「
ど
れ
で
も
好
き
な
も
の
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

差
し
上
げ
ま
す
」
と
持
ち
か
け
ま
し
た
。
二
人

美
と
の
で
あ
い

　

私
が
大
本
本
部
に
奉
職
す
る
前
の
話
で
す
。

美
術
大
学
で
彫
刻
を
学
び
、
そ
の
後
も
し
ば

ら
く
彫
刻
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。

　

学
生
当
時
、
あ
る
展
覧
会
で
衝
撃
を
受
け

ま
し
た
。
ピ
カ
ソ
で
す
。
見
た
瞬
間
、
ピ
カ

ソ
の
描
い
た
女
性
が
と
て
も
美
し
く
感
じ
た

の
で
す
。
そ
れ
ま
で
美
し
い
と
い
う
感
覚
で

見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ピ
カ
ソ
が
、
ダ
イ
レ

ク
ト
に
私
の
心
に
美
と
い
う
矢
が
刺
さ
っ
た

感
じ
で
し
た
。

　

大
学
卒
業
後
、
私
は
幼
児
や
小
学
生
の
造

形
活
動
の
講
師
を
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

２
つ
目
の
衝
撃
に
出
合
い
ま
し
た
。
３
歳
児

の
絵
の
具
を
ぬ
り
た
く
っ
た
画
用
紙
を
見
て

驚
い
た
の
で
す
。

　

特
に
低
年
齢
の
幼
児
に
と
っ
て
絵
の
具
や

粘
土
、
紙
と
い
っ
た
材
料
は
、
創
造
す
る
た

め
の
物
で
は
な
く
、
そ
れ
を
使
っ
て
遊
ぶ
物

と
い
う
く
く
り
で
す
。
材
料
を
使
っ
て
五
感

で
行
為
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
そ
こ
に
残
さ
れ
た
色
の
混
ざ
り
、

厚
み
、
力
強
さ
、
ス
ピ
ー
ド
感
、
発
色
な
ど

か
ら
、
画
用
紙
の
中
で
い
か
に
楽
し
ん
だ
か
、

生
き
た
か
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
生
命
の
躍

動
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
愛
善
宣
教
課
主
事

出
口 

飛
鳥

大
本
の
教
風

〜
根
源
美
の
探
求
〜
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は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
他
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
会
場
で
、
作

品
展
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
宇
宙

や
生
命
力
、
生
き
る
喜
び
や
癒
や
し
、
単
刀

直
入
に
神
を
感
じ
た
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

芸
術
が
人
の
心
に
宗
教
的
な
心
を
生
み
出
し

て
い
る
の
で
す
。

神
さ
ま
の
心
に
近
づ
く

　

聖
師
は
、「
芸
術
は
宗
教
の
母
」
の
教
え
を
、

鑑
賞
す
る
だ
け
の
意
味
で
残
し
た
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
芸
術
や
伝
統
文
化
の
実
践
を
通

し
て
神
の
心
に
近
づ
く
よ
う
に
と
説
い
た
の

で
す
。
三
代
教
主
も
、
自
身
が
様
々
な
芸
術

や
伝
統
文
化
に
精
進
す
る
と
同
時
に
、
信
徒

に
も
茶
道
、
短
歌
、
能
楽
な
ど
の
伝
統
文
化

を
勧
め
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
最
初
に
話
し
た
ピ
カ
ソ
や
幼
児
の
造

形
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
創
造
や
文

化
活
動
は
、
そ
れ
を
通
し
て
も
の
の
本
質
を

見
つ
め
る
こ
と
で
あ
り
、
行
為
に
没
頭
し
精

進
す
る
こ
と
で
子
供
の
よ
う
な
素
直
な
心
、

お
筆
先
に
何
度
も
出
て
く
る
「
生
ま
れ
赤
子

の
心
」
に
な
る
こ
と
で
、
神
さ
ま
の
心
に
近

づ
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

大
本
に
は
教
風
と
し
て
、「
信
仰
即
芸
術
即

生
活
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
信
仰
や

芸
術
は
、
何
か
特
別
な
こ
と
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
人
の
生
の
営
み
の
中
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
創
造
や
文
化
活
動
、
さ
ら
に
は

芸
術
を
通
し
て
、
一
歩
で
も
二
歩
で
も
、
神

さ
ま
の
心
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

は
長
い
時
間
を
か
け
、
陶
陽
は
「
天

て
ん
ご
く
に
じ
ゅ
う
は
ち

国
廿
八
」、

素
山
は
「
御ぎ

ょ
ゆ
う遊

」
と
い
う
作
品
を
選
び
ま
し
た
。

最
後
に
感
想
を
求
め
ら
れ
陶
陽
が
言
っ
た
の

が
、「
古
今
独
歩
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、

「
過
去
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
並
ぶ
物
が

な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
大
絶
賛
の
言
葉
で

し
た
。

　

翌
年
の
２
月
、
陶
芸
評
論
家
の
加
藤
義
一

郎
が
金
重
陶
陽
宅
を
訪
ね
ま
し
た
。
加
藤
は

そ
の
日
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
ま
し
た
。

「
王
仁
師
手
造
り
「
天
国
廿
八
」「
御
遊
」
の

二
盌
を
見
せ
ら
れ
て
お
ど
ろ
く
。
そ
の
色
彩

と
リ
ッ
チ
さ
、
茶
盌
の
姿
、
芸
と
人
格
、
天
才
」

　

１
カ
月
後
、
加
藤
は
「
日
本
美
術
工
芸
」

誌
に
、「
耀
盌
顕
現
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
文

を
掲
載
し
ま
し
た
。

　

「
私
は
こ
れ
こ
そ
明
日
の
茶
盌
だ
と
言
っ
た
。

も
し
こ
ん
な
茶
盌
が
日
本
の
陶
工
に
よ
っ
て

追
随
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
ら
茶
道
は

楽
々
と
世
界
の
舞
台
に
上
が
る
に
違
い
な
い
」

　

こ
の
時
初
め
て
聖
師
の
楽
茶
盌
が
「
耀
盌
」

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
加
藤
が
、
星
の
耀
き
に

た
と
え
た
の
で
す
。

　

耀
盌
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
陶
芸
界
や
美
術
界
、

茶
道
界
は
大
き
な
衝
撃
が
走
り
、
大
阪
や
東

京
国
立
博
物
館
で
鑑
賞
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
人
も
多
く
あ
れ
ば
、

「
あ
れ
は
、
茶
盌
で
は
な
い
」
と
い
う
人
も
あ
り

ま
し
た
。
侘わ

び
さ
び寂

と
い
う
美
的
感
覚
と
は
正
反

対
の
茶
盌
に
、
手
放
し
で
拍
手
を
送
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
人
が
い
た
の
も
事
実
で
す
。

　

聖
師
が
そ
の
最
晩
年
に
、
魂
の
限
り
を
込

め
て
作
っ
た
宝
玉
、
楽
茶
盌
。
そ
れ
は
、
三

代
教
主
の
美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
る

心
の
眼
。
陶
陽
と
素
山
の
鍛
え
抜
か
れ
た
陶

芸
家
の
眼
。
加
藤
の
数
多
く
の
美
術
に
触
れ

て
き
た
眼
。
こ
の
３
つ
の
審
美
眼
に
よ
っ
て

世
に
出
て
い
き
ま
し
た
。

天
衣
無
縫
の
書

　

さ
て
、
こ
の
耀
盌
鑑
賞
会
で
大
き
な
副
産

物
が
う
ま
れ
ま
し
た
。
稲い

な
が
き
こ
う
か
く

垣
黄
鶴
と
い
う
著

名
な
女
流
書
家
が
、
書
道
界
を
代
表
し
て
耀

盌
を
品
定
め
に
訪
れ
た
時
で
す
。
稲
垣
は
箱

書
き
の
銘
「
て
ん
ご
く
」
の
４
文
字
を
見
て
「
誰

が
書
い
た
の
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
二
代
教
主
・
す
み
こ
が
書
い
た

も
の
で
し
た
。
稲
垣
は
、
耀
盌
に
も
感
激
し

ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
す
み
こ
の
字
に
見

入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。「
霊
筆
」
と
い
う

言
葉
で
感
動
を
表
現
し
ま
し
た
。
た
っ
た
４

文
字
を
見
て
驚
く
と
い
う
の
も
、
す
ご
い
こ

と
で
す
ね
。
そ
の
後
、
綾
部
を
訪
れ
た
哲
学

者
の
谷
川
徹
三
氏
も
「
良
寛
に
匹
敵
す
る
」
と
、

二
代
教
主
の
書
に
感
服
し
ま
し
た
。

　

二
代
教
主
は
「
よ
が
か
わ
り
て
ん
か
む
る

い
の
へ
た
な
じ
お
か
く
」
と
い
う
書
を
し
た

た
め
、
自
身
の
戸
惑
い
を
表
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
書
が
、
次
の
大
物
の
心
を
動
か

し
ま
し
た
。
北き

た
お
お
じ

大
路
魯ろ

さ
ん
じ
ん

山
人
で
す
。

　

昭
和
24
年
の
晩
秋
、
魯
山
人
が
金
重
家
に

来
て
作
陶
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、
横
柄
な
態

度
を
と
る
魯
山
人
に
腹
を
立
て
た
陶
陽
は
、

魯
山
人
に
二
代
教
主
の
書
を
見
せ
る
こ
と
を

思
い
付
き
ま
し
た
。

　

部
屋
の
床
に
「
よ
が
か
わ
り
…
」
の
軸
を

掛
け
た
と
こ
ろ
、
一
目
見
る
な
り
、
魯
山
人

は
後
ず
さ
り
し
、
し
ば
ら
く
見
入
っ
た
と
い

い
ま
す
。
「
ま
さ
に
天
衣
無
縫
。
あ
あ
い
う
天

才
は
三
千
年
の
歴
史
に
見
当
た
ら
な
い
」
と

ま
で
言
い
ま
し
た
。
魯
山
人
は
自
作
の
焼
き

物
を
二
代
教
主
に
贈
り
、
二
代
教
主
か
ら
届

い
た
礼
状
を
額
に
入
れ
て
自
宅
の
居
間
に
掛
け
、

来
客
に
自
慢
し
た
と
い
い
ま
す
。　

芸
術
が
心
が
照
ら
す

　

耀
盌
顕
現
の
こ
ろ
、
専
門
家
た
ち
に
大
き

な
衝
撃
を
与
え
た
耀
盌
で
す
が
、
70
年
を
経

て
そ
の
光
を
感
じ
る
人
が
大
勢
出
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
出
口
王

仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
」
の
鑑
賞
者

の
反
応
が
驚
く
ほ
ど
で
す
。

　

あ
る
母
娘
は
、
天
国
廿
八
と
い
う
耀
盌
を

見
た
瞬
間
、
知
人
の
大
本
信
徒
か
ら
聞
か
さ

れ
て
い
た
天
国
の
様
子
が
、
目
の
前
に
広
が
っ

た
そ
う
で
す
。
ご
主
人
を
突
然
の
交
通
事
故

で
亡
く
さ
れ
、
悲
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
た

の
が
、「
空
気
が
澄
み
、
緑
あ
ふ
れ
、
花
が
咲

き
乱
れ
て
い
る
よ
う
な
、
こ
れ
が
夫
の
い
る

天
国
だ
」
と
感
じ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
う
思

え
た
と
き
、
心
の
不
安
が
消
え
た
と
。
ど
う

で
し
ょ
う
か
。「
芸
術
は
宗
教
の
母
」
と
い
う

こ
の
言
葉
は
、
こ
の
体
験
談
、
そ
の
も
の
で

掲
載
文
は
、
平
成
28
年
９
月
21
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
。

耀
ようわん
盌　回

だ い だ い
青橙
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第
１
６
７
回
「
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
」

は
、
１
月
18
日
午
後
７
時
か
ら
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
で
開
催
さ
れ
、
猪
子
恒
東
京
宣
教
セ

ン
タ
ー
次
長
が
「
出
口
な
お
の
預
言
」
〜
世
界

の
大
峠
と
立
替
え
立
直
し
〜
と
題
し
て
講
話
し

た
。
参
加
者
は
27
人
（
内
、
一
般
６
人
）。

講
師
は
、「
開
祖
の
筆
先
は
、
終
始
一
貫
し

て
人
類
の
平
和
の
た
め
の
啓
示
が
成
さ
れ
て

い
る
」
と
し
て
、「
初
め
は
ク
セ
の
あ
る
丹
波

弁
の
平
仮
名
書
き
に
よ
り
、
読
み
下
し
も
難
解

で
あ
っ
た
が
、
出
口
王
仁
三
郎
聖
師
が
漢
字
を

当
て
た
こ
と
に
よ
り
、
大
本
神
諭
と
し
て
世
に

広
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
語
っ
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
大
本
の
成
り
立
ち
が
よ
く

わ
か
り
ま
し
た
」（
男
性
・
一
般
）
等
の
声
が

寄
せ
ら
れ
た
。

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

東
光
苑
月
次
祭
・
成
人
式
式
典
は
１
月
８
日

午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
高
野
春
樹
祭
務
課

長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
３
３
３
人
が
参
拝
し
た
。

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

２
月３

日
（
金
）
午
後
６
時
30
分
執
行

開
教
１
２
５
年　

節
分
大
祭
遥
拝
祭

二
代
教
主
・
四
代
教
主
聖
誕
祭

12
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

15
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

講
題

出
口
王
仁
三
郎
が
示
し
た
世
界

〜
霊
界
物
語
と
九
州
筑
紫
島
〜

講
師

椎
野
恭
三
（
祭
務
課
主
幹
）

25
日
（
土
）、
26
日
（
日
）

	

教
本
１
級
〜
３
級
認
定
講
習
会

３
月12

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

15
日
（
水
）
午
後
７
時
〜
８
時
30
分

21
世
紀
生
き
が
い
講
座
（
航
空
会
館
・
新
橋
）

講
題

出
口
直
日
、

日
出
麿
か
ら
み
た
み
ろ
く
の
世　

　
　
　

〜
立
直
し
の
提
言
〜

講
師

猪
子　

恒
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

24
日
（
金
）
〜 

26
日
（
日
）

	

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会
講
習
会

31
日
（
金
）
午
前
10
時
30
分
執
行

	

二
教
主
手
毎
年
祭
（
65
年
）

東
光
苑
新
年
祭

東
光
苑
七
草
粥

平
成
29
年

丁
ひ
の
と

酉と
り

東
光
苑
新
年
祭
は
、
元
旦

の
午
前
７
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
、
95
人
が
参

拝
し
た
。

祭
典
後
、
教
主
さ
ま
の
お
写
真
に
年
賀
の
ご

あ
い
さ
つ
を
参
拝
者
全
員
で
申
し
上
げ
た
後
、

音
声
に
よ
る
教
主
さ
ま
の
新
年
ご
あ
い
さ
つ
を

拝
聴
。
引
き
続
き
参
拝
者
へ
、
猪
子
次
長
が
浅

田
秋
彦
大
本
本
部
長
の
新
年
あ
い
さ
つ
を
代
読

し
た
。

ご
神
前
で
は
年
賀
交
換
と
し
て
お
神
酒
が
、

食
堂
で
は
直
会
と
し
て
神か
み
よ
も
ち

代
餅
が
そ
れ
ぞ
れ
接

待
さ
れ
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
お
ほ
も
と
（
東
光
苑
）

へ
も
大
勢
が
立
ち
寄
り
、
新
春
の
ご
神
徳
に
浴

し
た
。

東光苑春季祭式講習会
〜３日間の日程に変更、認定試験が受けられます〜

日　程	 ３月 24 日（金）午前９時 30 分（９時受付）

〜 26 日（日）午後５時ごろ閉講予定

会　場　	東京宣教センター

内　容	 ◯初級クラス　基本動作から月次祭まで

	 ◯中級クラス　基本動作・月次祭・大神鎮座祭・庭上祭など

定　員	 40 人（宿泊定員 40 人）

参加費	 １人 1,000 円　※食事・宿泊代は別途徴収いたします

持ち物	 笏、大本祭式の本、帯または紐（懐笏時に必要）、祭式講習会

資料、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　※笏は稽古用を貸与可能

申込み	 取得認定級、受講クラス、食事・宿泊を明記の上、３月 17 日（金）

までに、祭務課「東光苑春季祭式講習会」宛へお申込み下さい 東
光
苑
七
草
粥
は
１
月
７
日
、
午
前
10
時
30

分
か
ら
午
後
３
時
ま
で
行
わ
れ
、
１
７
７
人
が

入
席
し
た
。

当
日
は
関
東
教
区
直
心
会
ご
奉
仕
の
も
と
、

七
草
粥
を
は
じ
め
、
お
す
ま
し
や
柚
味
噌
な
ど
、

真
心
の
こ
も
っ
た
席
が
設
け
ら
れ
、
和
装
姿
の

直
心
会
員
ら
が
入
席
者
を
温
か
く
も
て
な
し
た
。

ま
た
本
席
の
ほ
か
に
、
歴
代
教
主
・
教
主
補

さ
ま
の
お
作
品
展
示
、
茶
室
・
東
光
庵
で
は
髙

野
社
中
に
よ
る
薄
茶
の
接
待
が
行
わ
れ
た
。

祭
員
は
神
奈
川
主
会
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関

東
支
部
、
い
づ
の
め
し
ん
ゆ
拝
読
は
森
谷
し
げ

子
神
奈
川
主
会
次
長
、
少
年
祭
員
は
千
葉
主
会

の
武
山
な
お
ひ
さ
ん
、
武
山
あ
お
い
さ
ん
、
武
山

ち
ひ
ろ
さ
ん
、
添
釜
は
髙
野
社
中
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
本
部
長
が
あ
い
さ
つ
に

立
ち
、
新
成
人
へ
「
大
本
信
徒
と
し
て
の
自
覚

と
誇
り
を
持
っ
て
励
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と

祝
辞
を
述
べ
た
。

中
里
洋
大
本
青
年
部
副
部
長
あ
い
さ
つ
の

後
、
成
人
式
式
典
に
う
つ
り
、
新
成
人
の
上
田

春
彦
さ
ん
（
茨
城
主
会
）、
貴
堂
文
奎
さ
ん
（
東

京
主
会
）、
榎
戸
明
日
香
さ
ん
（
東
京
主
会
）

を
紹
介
。
続
い
て
遠
藤
三
智
子
直
心
会
関
東
教

区
連
合
会
役
員
か
ら
祝
辞
、記
念
品
が
授
与
さ
れ
、

貴
堂
文
奎
さ
ん
が
答
辞
を
述
べ
た
。
そ
の
後
、

新
成
人
は
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
。

成人おめでとうございます !!




