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題字 出 口 直 日

出
口
王
仁
三
郎
聖
師

令和元年（2019）

7月号・Juℓio

【
弥
仙
山
金
峰
山
土
・
梅
松
館
木
の
花
桜
釉
】

教主さまお作　鉄絵茶盌  「富士」

1　　　阿づまの光

惟
か
む
な
が
ら神
道み

ち

の
ま
こ
と
の
尊

た
ふ
と

さ
は

踏ふ

み
て
の
の
ち
に
悟さ

と

り
こ
そ
す
れ

祭
務
課
主
事
　
　
出
　
口
　
拓
　
生

　

今
年
３
月
、
東
光
苑
を
会
場
に
﹁
春
季
祭
式
講
習
会
﹂
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
ご
夫
婦
で

参
加
さ
れ
た
方
が
あ
り
、
ご
主
人
は
全
く
は
じ
め
て
の
受
講
で
、
笏
し
ゃ
く

の
持
ち
方
や
足
の
運
び
方
な
ど
、
一

つ
ひ
と
つ
の
動
作
を
修
得
し
よ
う
と
、
講
師
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
真
剣
な
眼
差
し
で
取
り
組
ん
で
お
ら

れ
る
お
姿
が
印
象
的
で
し
た
。
ま
た
４
月
の
﹁
少
年
祭
式
講
習
会
﹂
で
は
、
そ
の
ご
夫
婦
の
お
子
さ
ん
が

参
加
さ
れ
、
家
庭
を
あ
げ
て
祭
式
に
励
ま
れ
る
姿
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
日
々
の
生
活
は
、
大
神
さ
ま
の
絶
大
な
ご
守
護
を
頂
い
て
お
り
、
先
祖
の
神み

た

ま霊
さ
ま
も
お
救

い
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
せ
っ
か
く
大
神
さ
ま
を
奉ほ
う
さ
い斎
さ
れ
て
い
て
も
、﹁
お
ま
つ
り
の
仕
方
が

分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
…
﹂
と
、
や
が
て
信
仰
か
ら
離
れ
て
い
か
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

後
継
者
育
成
に
つ
い
て
四
代
教
主
さ
ま
は
、﹁
小
さ
な
子
供
の
と
き
か
ら
、
神
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
る
こ

と
を
習
慣
づ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
朝
晩
は
ち
ゃ
ん
と
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ

く
。
ど
こ
か
に
出
て
い
く
と
き
に
も
、神
さ
ま
に
ご
あ
い
さ
つ
を
し
て
か
ら
行
く
。
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、

そ
う
い
う
癖く

せ

を
つ
け
て
お
く
と
、
年
ご
ろ
に
な
っ
て
難
し
く
な
っ
て
も
、
何
か
あ
っ
た
ら
神
さ
ま
に
手
を

合
わ
せ
ま
す
。
そ
れ
が
親
と
し
て
子
供
に
信
仰
を
伝
え
て
い
く
た
め
の
責
任
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂︵﹃
つ

る
か
め
日
誌
﹄︶と
、
日
常
生
活
の
中
で
神
さ
ま
に
向
き
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
お
示
し
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、﹃
祭
式
の
指
導
・
普
及
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
各
家
庭
で
月
次
祭
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
継
承
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
生
活
の
基
本
で
し
ょ
う
﹄
︵
同
︶
と
お
示
し

く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
、
各
家
庭
や
主
会
・
分
所
・
支
部
な
ど
で
、
神し
ん
せ
ん饌
の
盛
り
付
け
方
や
玉

串
の
垂し

で手
の
付
け
方
な
ど
、
ま
つ
り
に
親
し
め
る
環
境
を
つ
く
り
、
祭
式
の
習
得
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
、
信
仰
後
継
者
を
担
う
大
切
な
取
り
組
み
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
つ
り
が
充
実
で
き
ま
す
よ
う
、
我
が
身
を
省
み
、
戒
い
ま
し

め
つ
つ
、
皆
さ
ま
と
と
も
に
祭
式
普
及
に
励
ま

せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

信
仰
継
承
と
祭
式
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心を育てる四つの力
〜『感

み や び の こ と ば

謝祈願詞』に学ぶ〜

　
内
的
動
機
づ
け
で
働
く

　

文
明
の
発
達
の
お
か
げ
で
、
便
利
な
世
の
中

に
な
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
人
が
心
の
ど
こ
か

に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。﹁
人
は
パ

ン
の
み
に
生
く
る
者
に
あ
ら
ず
﹂
と
い
う
言
葉

の
通
り
、﹁
人
は
物
質
だ
け
で
満
足
す
る
た
め

に
生
き
る
も
の
で
は
な
く
、
精
神
的
支
え
や
拠

り
所
が
必
要
で
あ
る
﹂
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
食
べ
る
こ
と
も
、
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
も
、

豊
か
に
暮
ら
す
の
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
私

た
ち
が
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
す
が
、
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

20
世
紀
は
﹁
頑
張
っ
て
こ
れ
を
し
た
ら
報
酬

が
も
ら
え
る
﹂
と
い
う
外
的
動
機
づ
け
の
世
の

中
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
21
世
紀
は
、
自
ら
喜
び

を
も
っ
て
成
し
た
い
と
い
う
﹁
自
主
性
﹂
や
、

何
か
大
切
な
こ
と
に
つ
い
て
上
達
し
た
い
と
い

う
﹁
向
上
心
﹂、
他
の
何
か
の
た
め
に
役
立
ち

た
い
と
い
う
﹁
目
的
意
識
﹂
と
い
う
、
内
的
動

機
づ
け
が
、
社
会
を
変
え
て
い
く
大
切
な
要
素

に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
本
三
代
教
主
補
の
出
口
日
出
麿
尊
師
は
、

﹁﹃
な
し
た
き
が
故ゆ

え

に
な
す
﹄
と
い
う
ふ
う
に
な

ら
な
く
て
は
、
最
初
か
ら
報
酬
や
賞
讃
を
目
あ

て
に
な
す
の
で
は
、
こ
れ
す
で
に
、
報
酬
や
賞

讃
の
奴
隷
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
真
に

天
地
を
楽
し
ん
で
神
の
ご
用
を
努
め
て
い
る
の

で
は
な
い
﹂︵﹃
信
仰
覚
書
﹄
第
１
巻
︶

と
内
的
動
機
づ
け
の
大
切
さ
を
示
し
て
い
ま

す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
ネ
ジ
を
一
個
作
る
に

も
、
こ
の
ネ
ジ
が
世
の
中
を
豊
か
に
す
る
ん
だ

と
い
う
喜
び
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
日
本
人
の
誇
り
を
か
け
た
建
物

　

ど
ん
な
環
境
に
置
か
れ
て
も
、
そ
れ
を
突
破

し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
の
環

境
を
良
く
す
る
の
も
悪
く
す
る
の
も
、
そ
の
人

の
心
次
第
と
言
え
ま
す
。

　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
首
都
・
タ
シ
ケ
ン
ト
に
、

ナ
ボ
イ
と
い
う
劇
場
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
劇
場

は
、
大
戦
後
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
に
あ
っ
た
日
本

兵
４
５
７
人
が
建
設
に
携
わ
り
ま
し
た
。
10
代

〜
20
代
の
青
年
た
ち
で
す
。
生
き
て
帰
れ
る
保

証
の
な
い
過
酷
な
環
境
で
し
た
が
、
部
隊
の
責

任
者
だ
っ
た
永
田
行
夫
さ
ん
︵
当
時
25
歳
︶
が

隊
員
ら
に
か
け
た
言
葉
が
感
動
的
で
し
た
。

﹁
私
は
、
日
本
人
の
誇
り
と
意
地
に
か
け
て
世

界
一
の
劇
場
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
捕

虜
と
し
て
や
る
の
だ
か
ら
、
別
に
そ
こ
ま
で
力

を
入
れ
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
、
と
い
う
意
見

も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
の
気
持
ち
と
し
て

は
さ
す
が
日
本
人
た
ち
の
建
設
し
た
も
の
は
で

き
が
違
う
と
い
わ
れ
る
も
の
に
し
た
い
と
本
気

で
思
っ
て
い
る
﹂

　

そ
う
し
て
陰
日
向
な
く
懸
命
に
働
き
、
２
年

の
歳
月
を
か
け
て
劇
場
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

完
成
か
ら
19
年
後
の
１
９
６
６
年
、
ウ
ズ
ベ

キ
ス
タ
ン
に
大
き
な
地
震
が
発
生
し
、
多
く
の

建
物
が
崩
壊
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ナ

ボ
イ
劇
場
は
ビ
ク
と
も
せ
ず
、
市
民
の
避
難
所

に
な
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
﹁
日
本
人
の
作
っ
た

も
の
は
で
き
が
違
う
﹂
こ
と
を
証
明
し
た
の
で

す
。
そ
れ
以
来
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
で
は
、
日

本
人
を
見
習
っ
て
働
こ
う
、
と
い
う
声
が
市
民

の
中
に
広
が
り
ま
し
た
。

　

麻
生
太
郎
副
総
理
が
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の

初
代
大
統
領
カ
リ
モ
フ
氏
の
次
の
よ
う
な
言
葉

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

﹁
子
供
の
と
き
、
毎
週
末
、
日
本
人
捕
虜
収
容

所
に
連
れ
て
行
か
さ
れ
、
母
親
が
私
に
言
っ
た

セ
リ
フ
は
毎
週
同
じ
だ
っ
た
。﹃
息
子
よ
、ご
覧
、

あ
の
日
本
人
の
兵
隊
さ
ん
を
。
ロ
シ
ア
の
兵
隊

が
見
て
い
な
く
て
も
働
く
。
人
が
見
て
い
な
く

て
も
働
く
。
お
前
も
大
き
く
な
っ
た
ら
、
人
が

見
て
い
な
く
て
も
し
っ
か
り
働
く
よ
う
な
人
間

に
な
れ
﹄。
お
か
げ
で
母
親
の
言
い
つ
け
を
守
っ

て
、
今
日
、
私
は
大
統
領
に
な
れ
た
﹂

　

非
常
に
感
動
的
な
コ
メ
ン
ト
で
す
。

　

出
口
日
出
麿
尊
師
は
、

﹁
何
事
に
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
は
あ
る
も

の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
仕
事
に
と
ら
わ
れ
縛
れ

る
こ
と
な
く
、
広
く
大
き
い
心
で
、
そ
の
仕
事

を
自
己
に
従
属
せ
し
め
て
、
そ
の
中
に
自
己
一

流
の
境
地
、
興
味
を
見
出
す
よ
う
に
つ
と
め
る

こ
と
が
も
っ
と
も
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
心
掛
け

さ
え
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
て

も
、
み
た
ま
の
ふ
ゆ
は
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
﹂

︵﹃
信
仰
覚
書
﹄
第
６
巻
︶

と
示
し
て
い
ま
す
。﹁
み
た
ま
の
ふ
ゆ
﹂
と
は
、

心
が
増
大
す
る
、
精
神
的
に
向
上
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
良
心
と
４
つ
の
魂

た
ま
し
いの

働
き

　

人
間
は
万
物
の
霊
長
と
言
い
ま
す
が
、
身
体

的
能
力
だ
け
を
見
る
と
、
人
間
よ
り
優
れ
た
動

物
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
陸
上
選
手
が
ど
ん
な

に
努
力
し
て
も
、
チ
ー
タ
ー
に
は
叶
い
ま
せ
ん
。

で
は
、
何
が
万
物
の
霊
長
な
の
か
。
そ
れ
は
霊

性
の
高
さ
、
魂
た
ま
し
いの
働
き
が
他
の
動
物
と
は
格
段

に
違
う
か
ら
で
す
。
そ
の
魂
の
姿
こ
そ
、
出
口

王
仁
三
郎
聖
師
が
作
文
し
た
﹃
感み

や

び

の

こ

と

ば

謝
祈
願
詞
﹄

に
記
さ
れ
た
﹁
一い
ち
れ
い
し
こ
ん

霊
四
魂
﹂
な
の
で
す
。

　

一
霊
と
は
﹁
直
ち
ょ
く
れ
い
霊
﹂
と
言
い
、
良
心
の
こ
と

で
す
。
さ
ら
に
こ
の
良
心
が
働
き
を
持
つ
と
き

に
４
つ
の
働
き
を
し
ま
す
。
例
え
ば
、
チ
ャ
レ

ン
ジ
精
神
を
も
っ
て
前
に
進
ん
で
い
こ
う
と
す

れ
ば
﹁
勇ゆ

う

﹂
と
い
う
魂
が
働
き
ま
す
。
多
く

私たちの心には、勇・親・愛・智の４つの魂
たましい

の働きが存在します。自
分自身の心の働きを静かに省みて、精神の向上をはかりたいもの。大
本で奏上する祝詞「感

み や び の こ と ば

謝祈願詞」に学びながら、４つのたましいの働
きについて触れてみたいと思います。
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3　　　阿づまの光

掲
載
文
は
、
平
成
31
年
２
月
20
日
に
航
空
会
館
︵
港
区
新
橋
︶

で
開
催
し
た
﹁
21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座
﹂
講
演
録
の
要
旨
で
す
。

橋
は し

 本
も と

 伸
し ん

 作
さ く

大本東京宣教センター次長

の
仲
間
と
和
合
し
て
よ
り
良
い
環
境
を
作
り
た

い
と
い
う
気
持
ち
に
は
﹁
親し
ん

﹂
と
い
う
魂
が
働

き
ま
す
。
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
た
い
、
自
然

を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
﹁
愛
﹂
と

い
う
魂
の
働
き
で
す
。
ま
た
、
物
事
を
正
し
く

判
断
す
る
力
、
直
感
力
、
そ
う
し
た
働
き
が

﹁
智ち

﹂
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
﹁
勇
・
親
・
愛
・
智
﹂
の
４
つ
の
魂
の

働
き
を
活
発
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

ま
た
﹁
直
霊
﹂
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

　
嫌
な
心
に
向
き
合
う

　

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
は
、
そ
れ

と
は
真
反
対
の
心
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
楽
を

し
た
い
、
怠な
ま

け
た
い
、
怒
り
っ
ぽ
い
、
褒ほ

め
ら

れ
た
い
、
人
よ
り
優
位
に
立
ち
た
い
、
妬ね
た

ん
だ

り
ひ
が
ん
だ
り
、
怒
ら
せ
た
り
傷
つ
け
た
り
な

ど
、
直
霊
と
は
か
け
離
れ
た
心
で
す
。
こ
の
心

を
﹁
曲ま

が

ひ霊
﹂
と
言
い
ま
す
。
曲
霊
は
、
自
分
の

都
合
し
か
考
え
な
い
﹁
わ
れ
良
し
﹂
の
心
で
す
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
が
こ
う
し
て
体
を
保
っ
て

い
る
の
も
、
実
は
曲
霊
の
働
き
の
お
か
げ
で
す
。

﹁
食
べ
た
い
﹂﹁
寝
た
い
﹂﹁
休
み
た
い
﹂
な
ど
、

こ
れ
を
し
な
い
と
私
た
ち
の
肉
体
は
保
て
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
、
こ
の
肉
体
と
い
う
も
の
を
持
っ

て
い
る
以
上
、
曲
霊
は
ど
う
し
て
も
私
た
ち
か

ら
離
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
曲
霊
を
往
生
さ
せ
た

い
、
退
散
さ
せ
た
い
、
そ
の
た
め
に
滝
に
打
た

れ
た
り
、
断
食
を
し
た
り
、
厳
し
い
修
行
を
し

て
魂
を
清
め
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
曲
霊

は
決
し
て
消
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　

結
局
、
曲
霊
は
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を

自
覚
し
て
、
こ
の
曲
霊
の
言
い
な
り
に
な
ら
な

い
よ
う
に
努
め
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
必
要
な
こ
と
が
﹁
省
み
る
﹂
こ
と
で
あ
る

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。﹁
省
み
る
﹂
心
の
働
き

の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
曲
霊
の
自
由
に
な
ら

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

﹁
省
み
る
﹂
と
は
、
偉
そ
う
に
見
せ
た
り
、
自

分
の
慾よ

く

の
た
め
に
争
っ
た
り
す
る
こ
と
を
、﹁
恥

ず
か
し
い
﹂
と
思
う
心
で
す
。
人
を
の
の
し
っ

た
り
、
見
下
し
た
り
、
憎
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
、

﹁
悔
い
改
め
る
﹂
心
で
す
。
目
上
の
人
を
敬
う
、

親
を
敬
う
、
自
然
の
恵
み
を
敬
う
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
恩
恵
に
対
し
て
﹁
畏お
そ

れ
敬
う
﹂
心
で
す
。

自
分
だ
け
が
正
し
い
と
思
っ
た
り
、
世
の
中
の

誤
っ
た
風
潮
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
真
理
を
正

し
く
﹁
覚さ
と

る
﹂
心
で
す
。

　

こ
の
﹁
省
、
恥
、
悔
、
畏
、
覚
﹂
を
﹁
五
情
﹂

と
い
い
ま
す
。﹃
感
謝
祈
願
詞
﹄
に
は
、﹁
四た

ま魂

と
五こ

こ

ろ情
の
全
ま
っ
た

き
活は
た
ら
き動
﹂
と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ

れ
ら
を
大
い
に
発
揮
し
、
反
省
心
と
勇
気
を

も
っ
て
曲
霊
に
打
ち
勝
っ
て
い
く
。
そ
の
こ
と

が
魂
を
一
歩
一
歩
、
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
に

つ
な
が
る
と
教
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
も
、
そ
れ
を
自
力
だ
け
に
頼
る
の
で
は

な
く
、
他
力
、
つ
ま
り
神
さ
ま
の
お
力
を
い
た

だ
い
て
行
う
。
そ
れ
が
﹃
感
謝
祈
願
詞
﹄
を
神

さ
ま
に
奏
上
す
る
意
義
に
な
る
の
で
す
。

　
と
こ
し
え
に
朽
ち
ぬ
宝

﹃
葉は
が
く
れ隠
﹄
と
い
う
本
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

今
か
ら
３
０
０
年
ほ
ど
前
、
九
州
の
佐
賀
藩
士
・

山
本
常つ
ね
と
も朝
が
武
士
と
し
て
の
心
得
を
口
述
し
、

そ
れ
を
同
じ
藩
士
の
田
代
陣つ
ら
と
も基
が
筆
録
し
た
も

の
で
、﹁
武
士
道
と
は
死
ぬ
こ
と
と
見
つ
け
た

り
﹂
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の﹃
葉
隠
﹄
の
中
に
、﹁
お
家
の
た
め
に
役

立
つ
人
間
に
な
り
た
い
な
ら
、
そ
れ
な
り
の
や

り
方
が
あ
る
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

﹁
武
士
た
る
も
の
、
才
能
も
い
ら
ぬ
、
一
口
で

い
え
ば
、
わ
れ
一
人
で
背
負
う
覚
悟
が
あ
れ
ば

よ
し
。
同
じ
人
間
で
、
だ
れ
が
勝
り
、
だ
れ
が

劣
る
も
の
か
。
わ
れ
一
人
で
も
お
家
を
動
か
し

て
み
せ
る
と
い
う
気
構
え
で
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
熱
し
や
す
く
冷
め
や

す
い
も
の
だ
が
、
さ
め
な
い
や
り
方
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
神
仏
に
誓
願
を
立
て
る
の
だ
。

一
、武
士
道
に
お
い
て
遅
れ
を
と
ら
な
い
こ
と
。

一
、主
君
の
御
用
に
た
つ
べ
き
こ
と
。

一
、親
に
孝
行
す
る
こ
と
。

一
、大
慈
悲
心
を
起
こ
し
て
人
の
た
め
に
な
る

べ
き
こ
と
。

　

こ
の
四
誓
願
を
朝
晩
、
神
仏
に
向
か
っ
て
念

ず
れ
ば
、
力
は
倍
増
し
、
後
ヘ
は
下
が
ら
ぬ
も

の
だ
。
尺
取
り
虫
の
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
、
少

し
ず
つ
、
に
じ
り
進
む
も
の
だ
。
ま
ず
、
祈
願

を
こ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂

　

こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に﹃
感

謝
祈
願
詞
﹄
も
同
様
に
、﹁
一
霊
四
魂
﹂
の
向

上
と
﹁
五
情
﹂
の
さ
ら
な
る
の
働
き
を
願
い
、

天
下
公
共
の
た
め
、
人
と
し
て
生
ま
れ
た
本
分

を
尽
く
さ
せ
て
く
だ
さ
い
と
、
ひ
た
ら
す
ら
祈

願
を
凝
ら
す
こ
と
で
、
尺
取
り
虫
の
よ
う
に
少

し
ず
つ
前
へ
〝
に
じ
り
〟
進
ん
で
い
く
の
で
す
。

　

と
こ
し
へ
に
朽く

ち
ぬ
宝
は
世
の
た
め
に

　
　
　
　
　

尽
く
す
誠
に
ま
さ
る
も
の
な
し

　

出
口
王
仁
三
郎
聖
師
の
道
歌
で
す
。

　

私
た
ち
は
少
し
で
も
世
の
た
め
人
の
た
め
に

お
役
に
た
っ
て
い
る
と
思
え
る
こ
と
は
、
こ
の

上
な
い
喜
び
で
す
。
例
え
そ
れ
が
他
人
に
評
価

さ
れ
な
く
て
も
、
と
こ
し
え
に
朽
ち
ぬ
宝
に
な

る
の
で
す
か
ら
、
満
足
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

﹁
一
霊
四
魂
﹂
と
﹁
五
情
﹂
の
働
き
を
発
揮
し
て
、

と
も
ど
も
に
世
の
た
め
人
の
た
め
に
、
尽
く
す

人
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。
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８
月 

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

６
日
︵
火
︶ 

夕
拝
後
〜

　

神
集
祭
遥
拝
祭
︵
初
日
・
旧
７
月
６
日
︶

７
日
︵
水
︶ 

午
前
10
時
30
分
〜

　

開
教
１
２
７
年
瑞
生
大
祭
遥
拝
祭

11
日
︵
日
︶
午
前
10
時
30
分
〜

　

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

12
日
︵
月
︶
夕
拝
後
〜

　

神
集
祭
遥
拝
祭
︵
最
終
日
・
旧
７
月
12
日
︶

21
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

あ
の
世
を
知
っ
て
現
代
を
生
き
る

〜
大
本
の
霊
界
観
〜

講
師

田
辺
謙
二
︵
大
本
教
学
委
員
会
委
員
︶

21
世
紀
・
生
き
が
い
講
座

　
第
１
９
５
回

21
世
紀
・
生
き

が
い
講
座
は
５

月
15
日
、
港
区

新
橋
の
航
空
会

館
で
開
催
さ
れ
、

㈱
あ
え
る
ば
会

長
で
経
済
ア
ナ

リ
ス
ト
の
藤
原

直
哉
氏
が
﹁
出

口
王
仁
三
郎
に
学
ぶ
日
本
再
生
へ
の
道
﹂
と
題

し
て
講
話
し
た
。
受
講
者
65
人
。

　
藤
原
講
師
は
、﹁
王
仁
三
郎
聖
師
は
皇
道
経

済
に
つ
い
て
、
金
銀
為
本
で
は
行
き
詰
ま
り
、

皇
道
為
本
、
御
稜
威
為
本
、
土
地
為
本
の
政
策

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
お
金

が
い
く
ら
あ
っ
て
も
、
人
間
の
知
恵
や
力
だ
け

で
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
す
べ
て
神
さ
ま
を
中

心
に
運
用
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ

の
た
め
に
は
利
己
心
や
執
着
心
を
捨
て
心
身
を

清
ら
か
に
し
、
心
を
天
に
つ
な
げ
て
、
個
々
に

与
え
ら
れ
た
使
命
を
尽
く
し
て
い
く
こ
と
が
大

東

光

苑

月

次

祭

　
東
光
苑
月
次
祭
・
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
祭

典
・
市
杵
島
姫
命
例
祭
は
、
令
和
元
年
６
月
９
日

午
前
10
時
30
分
か
ら
、
斎
主
・
加
藤
道
明
祭
務

課
長
の
も
と
執
行
さ
れ
、
２
９
０
人
が
参
拝
し

た
。
祭
員
は
埼
玉
主
会
が
、
少
年
祭
員
は
池
田

心
音
さ
ん
、
伶
人
は
二
絃
の
会
関
東
支
部
、
大

本
神
諭
拝
読
を
嶋
貫
光
喜
福
島
主
会
長
が
、
添

釜
は
東
京
主
会
が
担
当
し
た
。

　
祭
典
で
は
、﹁
東
光
苑
月
次
祭
祝
詞
﹂
に
続

い
て
﹁
人
類
愛
善
会
創
立
記
念
・
世
界
平
和
祈

願
祝
詞
﹂
が
奏
上
さ
れ
、
人
類
愛
善
・
万
教
同

根
の
も
と
人
類
愛
善
会
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

︵
Ｉ
Ｒ
Ｕ
Ｈ
Ａ
︶
の
発
展
と
﹁
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ゴ
ミ
ゼ
ロ
運
動
﹂
の
拡
大
を
ご
祈
願
＝
写
真
左
。

　
祭
典
後
、
鈴
木
穎
一
大
本
本
部
長
が
あ
い
さ

つ
を
行
い
、
四
代
教
主
さ
ま
の
教
嗣
変
更
に
伴

う
ご
苦
労
を
述
べ
、
五
代
教
主
さ
ま
へ
の
主
一

無
適
の
信
仰
心
と
信
徒
の
一
致
和
合
の
大
切
さ

を
述
べ
た
。
つ
い
で
飯
田
俊
明
大
本
総
代
、
猪

子
恒
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が
あ
い
さ
つ
に
立

　
第
20
回
神
道
講
座
︵
６
月
６
・
７
日
／
教

派
連
主
催
︶
に
合
わ
せ
、
５
月
28
日
〜
６

月
23
日
ま
で
、
國
學
院
大
學
博
物
館︵
東
京

都
渋
谷
区
︶
で
特
別
展
﹁
三
条
教
則
と
教
派

神
道
﹂
が
開
催
さ
れ
、
大
本
か
ら
は
三
条

教
則
を
記
載
し
た
大
正
３
年
の
﹁
大
本
教
々

規
﹂
や
聖
師
さ
ま
が
﹁
皇
国
民
の
踏
む
べ

き
道
﹂
と
題
し
て
三
条
教
則
の
意
義
に
つ

い
て
記
さ
れ
た
﹃
神
霊
界
﹄
誌
大
正
10
年

６
月
号
な
ど
、
資
料
４
点
が
展
示
さ
れ
た
。

﹁
三
条
教
則
﹂は
﹁
三
条
教
憲
﹂と
も
呼
ば

れ
、１
８
７
２︵
明
治
５
︶年
、
国
民
教
化
政

策
の
実
施
に
際
し
て
教
部
省
が
教
導
職
と

い
う
国
民
を
教
化
す
る
役
目
の
一
部
の
人

た
ち
に
布
達
し
た
﹁
敬
神
愛
国
・
天
理
人
道
・

皇
上
奉
戴
朝
旨

遵
守
﹂
か
ら
な

る
３
カ
条
。

　
大
学
関
係
者

は
﹁
王
仁
三
郎
師

が
三
条
教
憲
に

つ
い
て
記
し
た

貴
重
な
資
料
だ
﹂

と
話
し
て
い
た
。

ち
、
昨
年
の
大
本

東
京
本
部
開
設
50

周
年
奉
賛
金
の
協

力
の
御
礼
と
会
計

報
告
を
行
っ
た
。

　
こ
の
後
、
能
舞

台
で
金
剛
流
仕
舞

﹁
西
王
母
﹂︵
シ
テ
・

玉
置
巴
さ
ん
︶
が

奉
納
さ
れ
た
＝
写

真
上
。

切
﹂
と
述
べ
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
四
大

主
義
︵
清
潔
・
楽
天
・
進
展
・
統
一
︶
の
実
践

を
紹
介
。﹁
地
上
天
国
を
実
現
さ
せ
る
。
日
本

に
は
そ
の
先
駆
的
使
命
が
あ
る
﹂
と
話
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、﹁
皇
道
経
済
、
四
大
主
義

の
説
明
が
わ
か
り
や
す
く
理
解
で
き
た
﹂﹁
こ

れ
か
ら
の
日
本
や
個
人
が
進
む
べ
き
道
が
理
解

で
き
た
﹂
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
た
。

國
學
院
大
學
博
物
館
で

﹁
三
条
教
則
と
教
派
神
道
﹂展

第
35
回
世
界
連
邦
日
本
大
会
in
東
京

核
兵
器
廃
絶
を
訴
え

﹃
新
た
な
時
代
の
世

界
連
邦
運
動
﹄
を
テ
ー

マ
に
第
35
回
世
界
連

邦
日
本
大
会
in
東
京

が
５
月
26
日
、
東
京

都
新
宿
区
の
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
地
球
ひ
ろ
ば
で
開

催
さ
れ
、
１
５
０
人

が
参
加
。
大
本
か
ら
70
人
が
参
加
し
た
。

　
鈴
木
穎
一
人
類
愛
善
会
長
︵
大
本
本
部
長
︶

先
達
に
よ
る
黙
祷
＝
写
真
＝
か
ら
始
ま
り
、

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
イ
グ
レ
シ
ア
ス
世
界
連
邦
運

動
世
界
本
部
共
同
会
長
と
、
２
０
１
７
年
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
受
賞
の
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
国
際
運
営
委

員
・
川
崎
哲
氏
が
講
演
。
特
に
川
崎
氏
は
、
核

兵
器
が
﹁
力
の
シ
ン
ボ
ル
﹂か
ら﹁
恥
の
シ
ン
ボ

ル
﹂
に
な
る
日
が
一
日
も
早
く
到
来
す
る
よ
う
、

参
加
者
へ
の
協
力
を
訴
え
た
。


