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人
祓
に
思
う
ロ
Eコ

管

長

菊

池

重

敏

神
道
大
教
院
で
は
、
毎
年
六
月

二
十

一
日
の

「夏
越
大
祓
」
と

十
二
月
二
十

一
日
の

「年
越
大

祓
」
を
斎
行
致
し
ま
す
。
年
末

に
な
り
ま
す
と
、
今
年
色
々
や

り
残
し
た
こ
と
を
片
付
け
、　
一

年
の
締
め
く
く
り
を
し
ょ
う
と

考
え
ま
す
。
こ
の
締
め
く
く
り

が
大
祓
な
ん
で
す
ね
。

お
世
話
に
な
っ
た
人
に
感
謝
の

気
持
ち
で
お
歳
暮
を
贈
る
。
借

り
た
お
金
を
今
年
の
分
を
き
ち

ん
と
返
す
。
壊
れ
て
直
そ
う
と

し
て
い
た
物
を
直
す
。
今
年
の

埃
り
は
今
年
中
に
キ
レ
イ
に
し

て
お
こ
う
と
大
掃
除
を
す
る
。

一
つ
一
つ
締
め
く
く
り
を
す
る

事
に
よ

っ
て
、
新
た
な
も
の
に

取
り
掛
か
れ
る
の
で
す
ね
。

締
め
く
く
り
が
な
い
と
、
い
つ

ま
で
経

っ
て
も
同
じ
こ
と
を
続

け
て
い
る
だ
け
で
、
成
長
を
感

じ
ら
れ
な
い
。　
一
つ
一
つ
を
自

分
の
思
い
の
中
で
区
切
り
を
作

っ
て
い
く
、
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
変
化
が
起
こ
り
成
長
が

生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。

大
祓
と
い
う
の
は
、
罪
や
機
れ
、

色
々
な
煩
わ
し
さ
や
気
の
迷
い
、

怒
り
や
悲
し
さ
、
又
、
心
の
煩

わ
し
さ
か
ら
招
い
て
し
ま
う
病

気
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
区
切

り
を
つ
け
る
神
事
な
ん
で
す
ね
。

我
々
は
神
の
子
で
あ
り
、
神
の

清
ら
か
な
心
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
色
々

な
煩
わ
し
さ
を
罪
械
れ
と
し
て
、

祓
い
清
め
て
、
元
の
清
々
し
い

神
の
御
心
に
還

っ
て
い
こ
う
と

す
る
、
人
間
が
本
来
求
め
尽
く

し
て
い
る
、
真
善
美
と
聖
な
る

も
の
を
求
め
て
止
ま
な
い
、
自

然
な
姿
が
大
祓
な
ん
で
す
ね
。

長
年
日
本
人
と
し
て
培
わ
れ
て

き
た
感
性
が
有
り
ま
す
。
真
面

目
に
コ
ツ
コ
ツ
働
く
勤
勉
な
心
、

新
た
な
も
の
を
作
り
上
げ
、
発

見
し
ょ
う
と
す
る
向
上
の
心
、

人
を
敬
い
尊
敬
す
る
謙
虚
な
心
、

神
仏
を
感
じ
、
自
然
と
共
に
生

き
よ
う
と
す
る
広
大
な
心
、
何

よ
り
も
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う

と
す
る
真
面
目
な
心
、
そ
う
し

た
日
本
の
風
土
に
育
て
ら
れ
た

素
晴
ら
し
い
心
を
、
神
の
心
と

し
て
日
本
人
は
大
切
に
し
て
来

た
の
で
す
。

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
時
、

日
本
人
の
礼
儀
正
し
さ
、
真
面

目
さ
、
優
し
さ
が
全
世
界
か
ら

絶
賛
さ
れ
、
日
本
人
の
素
晴
ら

し
さ
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。
震

源
地
よ
り
遠
く
離
れ
た
東
京
で

も
、
交
通
が
麻
痺
し
、
帰
宅
難

民
が
続
出
し
ま
し
た
。
渋
谷
駅

で
は
、
バ
ス
停
に
何
万
人
も
の

人
が
行
列
を
作

っ
て
バ
ス
を
待

っ
て
い
ま
す
。　
一
糸
乱
れ
る
こ

と
も
な
く
、
整
然
と
黙
々
と
列

を
な
し
バ
ス
を
待
ち

て
い
る
の

で
す
。
そ
の
映
像
が
世
界
に
放

映
さ
れ
ま
し
た
。
我
先
に
と
列

を
乱
す
人
は

一
人
も
い
な
く
、

ま
し
て
や
、
先
を
急
ぐ
人
の
た

め
に
行
列
の
中
に
通
路
を
開
け

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
思
い
や

り
の
姿
が
世
界
に
感
嘆
を
も
た

ら
し
た
の
で
す
。
世
界
の
中
で

は
混
乱
に
混
じ
り
、
略
奪
や
暴

行
が
横
行
し
た
り
、
自
己
中
心

的
と
な
っ
て
秩
序
が
保
た
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
事
も
有
り
ま

す
。

し
か
し
、
そ
の
時
の
日
本
人
の

あ
り
さ
ま
は
、
日
常
行

っ
て
い

る
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て

常
識
の
中
の
行
動
だ
っ
た
の
で

す
。
そ
う
し
た
世
界
の
評
価
に

よ
つ
て
、
日
本
人
自
身
が
、
戦

後
背
負
い
続
け
て
き
た
、
日
本

人
と
し
て
の
マ
イ
ナ
ス
の
部
分

に

一
条
の
光
明
が
差
し
込
み
、

日
本
人
と
し
て
の
自
信
と
誇
り

が
蘇

っ
て
来
ま
し
た
。
日
本
人

と
し
て
の
素
晴
ら
し
い
心
を
、

神
様
か
ら
戴
い
た
心
と
し
て
、

大
切
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
行

為
が
大
祓
行
事
な
の
で
す
。
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令和2年 4月 21日 神 道 の 友 新 緑 号 (2)

令和の御代初の新年互礼会を開催
令
和
の
御
代
、
初
め
て
の
新
年

互
礼
会
が
、　
一
月
二
十

一
日
初

月
次
祭
の
後
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
午
後

一
時
よ
り
全
国
よ

り
参
集
し
た
教
師
、
教
信
徒
参

列
の
元
、
好
天
に
恵
ま
れ
た
中
、

今
年
初
の
月
次
祭
が
斎
主
管
長

を
始
め
、
五
人
の
祭
員
に
よ
っ

て
、
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

本
殿
祭
で
は
、
修
祓
、
献
僕
に

次
ぎ
、
斎
主
に
よ
る
祝
詞
が
奏

上
さ
れ
、
神
恩
感
謝
と
と
も
に
、

各
位
の
御
守
毛
が
祈
念
さ
れ
、

次
い
で
橋
村
美
樹
教
師
、
林
日

奈
子
局
員
に
よ
っ
て
浦
安
の
舞

が
奉
奏
さ
れ
ま
し
た
。
次
に
、

長
元
油恒
典
長
先
導
の
元
、
大
祓

詞
並
び
に
四
六
信
條
を
参
列
者

一
同
心
を

一
■
に
し
て
奉
唱
致

し
ま
し
た
。
）
一に
、
斎
主
玉
串

奉
築
、
参
列
者
そ
れ
ぞ
れ
が
玉

串
を
奉
り
て

，
礼
、
次
に
、
皇

）

室
の
弥
栄
を
願
い
国
歌
を
斉
唱

致
し
ま
し
た
。
霊
殿
祭
で
は
、

祥
月
霊
位
の
慰
霊
が
懇
ろ
に
執

り
行
わ
れ
、
東
京
婦
人
会
有
志

の
道
彦
に
よ
っ
て
神
教
歌
を
奉

唱
。
次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
玉
串

を
奉
り
感
謝
の
心
を
捧
げ
ま
し

た
。
続
い
て
管
長
よ
り
年
頭
の

御
挨
拶
と
御
講
話
が
あ
り
、
祭

典
を
終
了
し
ま
し
た
。
弥
栄
殿

に
席
を
移
し
、
令
和
の
御
代
最

初
の
新
年
互
礼
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
始
め
に
、
若
森
正
道

責
任
役
員
よ
り
新
年
の
御
挨
拶

が
あ
り
、
次
い
で
、
岡
本
忠
宣

責
任
役
員
の
乾
杯
の
音
頭
で
祝

宴
が
始
ま
り
ま
し
た
。

新
年
の
直
会
膳
に
参
加
者
は
舌

鼓
し
、
親
交
を
深
め
ま
し
た
。

参
加
者
全
員
に
縁
起
物
の
干
支

土
鈴
と
絵
馬
が
頒
布
さ
れ
、
大

教
院
の
初
詣
参
拝
者
全
員
に
楽

し
ん
で
も
ら
っ
た
、
大
好
評
の

お
菓
子
の
千
本
釣
リ
ゲ
ー
ム
を

祝
宴
参
加
者
全
員
に
も
楽
し
ん

で
戴
き
ま
し
た
。

大
盛
況
の
中
、
参
加
者
は
今
年

の
お
互
い
の
健
闘
を
誓
い
合
い

和
気
あ
い
あ
い
と
続
い
た
新
年

互
礼
会
も
、
盛
大
の
内
に
お
開

き
と
な
り
ま
し
た
。

新 年 互 礼 会 参 加 者 と 祭 員

浦安の舞奉奏若森責任役員の挨拶 斎主玉串奉箕

ハ イ |ピ ー ス 直 会 膳 に 舌 鼓祝宴も盛 り上がって来ました
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令和2年 4月 21日神 道 の 友(3)新 緑 号

仮 遷 座 祭 祭 員 と 参 列 者

令
和
元
年
、
新
し
き
大
御
代
と

な
り
、
秋
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た

大
嘗
祭
を
奉
祝
し
、
本
教
と
致

し
ま
し
て
も
大
嘗
祭
奉
祝
記
念

大
祭
と
記
念
事
業
と
し
て
、
御

本
殿
の
大
床
改
修
工
事
を
計
画

致
し
ま
し
た
。
十

一
月
二
十

一

日
に
記
念
大
祭
を
盛
大
に
斎
行

し
、
大
床
改
修
工
事
は
、
今
年

の
春
季
例
大
祭
ま
で
に
完
了
を

計
り
、
二
月
十
二
日
よ
り
着
工

の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

工
事
期
間
中
、
仮
御
奉
斎
所
と

な
る
霊
殿
に
御
神
体
を
お
遷
し

す
る
、
仮
殿
遷
座
祭
を
二
月
七

日
の
浄
暗
に
斎
行
致
し
ま
し
た
。

先
ず
、
午
後
五
時
よ
り
、
仮
奉

斎
所
と
な
る
霊
殿
の
御
霊
位
に

対
し
、
御
遷
座
の
奉
告
と
、
し

ば
し
の
間
、
相
殿
と
し
て
御
奉

斎
さ
せ
て
戴
く
旨
の
奉
告
を
致

し
ま
し
た
。

次
い
で
、
御
本
殿
に
て
仮
殿

ヘ

の
、
御
遷
座
を
奉
告
を
致
し
ま

し
た
。

そ
し
て
、
日
も
暮
れ
、
浄
暗
の

中
、
管
長
斎
主
の
元
、
副
斎
主

祀
典
長
、
祭
員
八
名
、
総
勢
十

名
に
て
遷
御
の
儀
を
斎
行
致
し

ま
し
た
。

斎
主

・
副
斎
主
の
手
に
よ
っ
て
、

御
輿
に
御
遷
り
戴
き
、
絹
垣
に

囲
ま
れ
た
中
、
警
暉
の
響
く
中
、

陰
灯
の
明
か
り
を
頼
り
に
、
遷

御
の
儀
が
厳
粛
に
進
め
ら
れ
、

仮
殿
に
御
鎮
座
致
し
ま
し
た
。

遷
御
が
終
了
し
、
献
箕
の
儀
に

次
い
で
、
斎
主
祝
詞
奏
上
、
玉

串
を
奉
り
て
拝
礼
、
祭
員
は
座

後
列
拝
、
次
に
、
撤
饉
の
儀
、

次
に
、
閉
扉
の
儀
、
最
後
に
、

斎
主

一
拝
、
斎
主

・
祭
員
退
下

で
、
仮
遷
座
祭
の
重
儀
が
滞
り

な
く
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

斎 主 遷 座 奉 告 祭 詞 奏 上

仮 殿御 鎮 座 奉 告祭 献 供 の 儀 遷座の為斎主大床に進む

斎 主祝 詞奏 上玉 串 奉 箕閉 扉 の 儀
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令和 2年 4月 21日 神 道 の 友 新 緑 号 (4)

年
明
け
の
時
報
と
共
に
初
詣
参

拝
者
が
次
々
と
神
道
大
教
院
の

境
内
に
集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。

神
殿
参
拝
の
後
は
、
輪
投
げ
占

い
、
大
絵
馬
に
願
い
事
を
書
き
、

御
神
酒
と
甘
酒
を
戴
い
て
、
無

料
の
お
菓
子
の
千
本
釣
り
に
挑

戦
、
当
た

っ
た
景
品
を
戴
い
て

笑
顔
で
帰
ら
れ
る
参
拝
者
の
姿

が
恒
例
と
な

っ
て
来
ま
し
た
。

今
年
も
正
月
三
ヶ
日
穏
や
か
な

天
候
に
恵
ま
れ
、
境
内
は
多
く

の
参
拝
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

本
局
特
性
の
手
作
り
甘
酒
が
好

評
で
、
お
菓
子
の
千
本
釣
り
で

は
、
釣
れ
た
景
品
に
歓
声
が
上初 詣 の準備 が整 った境 内

ね ず み 年 の 大 絵 馬

が
り
、
と
て
も
喜
ば
れ
ま
し
た
。

輪
投
げ
占

い
は
、
三
回
投
げ

て

一
回
で
も
入
る
と
、
心
願
が
御

神
意
に
通
じ
た
と
し
て
、

「赤

い

糸

の
御
守
」
を
無
料
で
授
与
し

て
い
ま
す
。

今
年
は
三
百
人
位

の
参
拝
者
で

す
が
、
今
後

の
初
詣
に
ど
れ
だ

け
の
人
々
が
来
て
下
さ
る
か
楽

し
み
で
す
。

本
教

の
教
師
、
教
信
徒
を
始
め
、

近
郊

の
住
民
の
皆
様

の
心
の
拠

り
所
と
し
て
、
神
道
大
教
院

の

御
神
威
高
揚
に
努
め
て
行
き
ま

す
。

輪 投 げ棒 に入 れ ます 輪 投 げ 占の輪 と説 明文 すまてれらヽめ込き圭
曰

ユ
″

百
只

盾
い
一

祈ア
」

馬絵大

新

年

の
授

与

品

受

付

を

す

る
巫

女

糸

に
結
び
付

け
ら
れ
た
景
品
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千 本 つ りの 景 品 を 受 け取 る参 拝 者参拝者と談笑する大熊・永澤局員

神
道
大
教
院
の
初
詣
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(5)新 緑 号 神 道 の 友 令和 2年4月 21日
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昨
年
の
十
二
月
二
十

一
日
午
後

一
時
よ
り
神
道
大
教
院
神
殿
に

て
、
恒
例
の
年
越
大
祓
が
近
隣

の
教
師
、
信
徒
を
中
心
に
大
勢

の
御
参
拝
者
の
元
、
厳
粛
に
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。

修
祓
の
儀
の
の
ち
、
斎
主

一
拝
、

献
供
の
儀
と
続
き
、
斎
主
祝
詞

奏
上
、
続
い
て
斎
主
が
大
祓
詞

を

一
同
に
宜
り
聞
か
せ
、　
一
同

が
応
答
致
し
ま
し
た
。

続
い
て
、
贖
物

（あ
が
も
の
）

神
事
と
し
て
、
解
縄

（と
き
な

わ
）
。
八
針

（や
は
り
）
ｏ
切
麻

（き
り
ぬ
さ
）
・
形
代

（か
た
し

ろ
）
行
事
を
行
い
、
人
形
に
各斎 主 が 大 祓 詞 を宣 る

自
の
念
を
込
め
自
身
の
不
浄
や

禍
神

（ま
が
つ
か
み
）
の
災
禍

を
託
し
、
心
身
の
健
全
を
願
い

ま
し
た
。
四
大
信
條
、
清
め
祓

（は
ら
い
）
の
歌
が
副
斎
主

（祀

典
長
）
が
道
彦
と
な
っ
て
全
員

で
奉
唱
、
副
斎
主
が
後
祓
詞

（あ
と
は
ら
い
こ
と
ば
）
を
奏
上

し
、
斎
主
以
下
参
列
者
が
玉
串

を
奉
り
て
拝
礼
し
大
祓
式
を
終

了
し
ま
し
た
。

引
き
続
い
て
霊
殿
祭
が
執
り
行

わ
れ
、
祥
月
祭
、
年
祭
に
当
た

る
御
霊
、
御
奉
斎
の
御
霊
等
に

御
餞
、
御
酒
を
捧
げ
、　
す
年
の

守
護
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
し
た
。

解 縄 (と き な わ )行 事

直
会
で
は
、
渥
美
清
の

「男
は

つ
ら
い
よ
」
で
、
く
る
ま
屋
の

店
員
三
平
ち
や
ん
役
で
出
演
し

て
い
た
、
俳
優
の
北
山
雅
康
さ

ん
が
、
さ
く
ら
の
夫
役
で
自
身

も
出
演
す
る
正
月
テ
レ
ビ
映
画

「贋
作
男
は
つ
ら
い
よ
」
の
紹

介
で
御
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。
北

山
さ
ん
は
大
教
院
雅
楽
寮
で
龍

笛
を
習
わ
れ
て
い
ま
す
。

八 針 行 事人 形 行 事

直会で挨拶する俳優の北山雅康さん 斎 主 玉 串 奉 兌 副斎主 (稽典長)後祓詞奏上

被
災
者

へ
の
義
援
金
を
お
願
い

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
秋
季
大
祭

に
御
参
拝
さ
れ
た
有
志
の
方
々

を
始
め
、
お
寄
せ
戴
き
ま
し
た

義
援
金
は
、
十
万
円
と
な
り
ま

し
た
。

神
道
大
教
所
属
教
場
で
、
唯

一

災
害
に
遭
わ
れ
た
、
栃
木
県
永

野
御
嶽
中
教
会
会
長
永
澤
忠
彦

様

へ
被
害
修
復
の

一
部
に
御
使

用
戴
く
よ
う
、
皆
様
の
真
心
を

玉
串
料
と
し
て
、
全
額
御
奉
納

さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

永
澤
教
会
長
は
大
変
感
謝
さ
れ
、

「皆
様
の
温
か
い
お
気
持
ち
を

有
難
く
受
け
止
め
、
修
復
の
工

事
費
に
使
用
さ
せ
て
戴
き
ま
す
」

と
の
感
謝
の
お
言
葉
を
戴
き
ま

し
た
。

―
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ま
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死
子
の
教
え

深
教
の

孔
子

が
生

き
た
春

秋
時
代

殷

（
い
ん
）
王
朝
時
代
の
王
様

は
、
上
帝

（天
）
に
仕
え
る
宗

教
的
儀
式
最
高
権
威
者
と
し
て

君
臨
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
武
王
は
弟
の
周
公
旦

（し
ゅ
う
こ
う
た
ん
）
ら
の
協

力
を
得
て
殷
王
朝
を
滅
ば
し
、

後
に
周
王
朝
が
誕
生
し
ま
す
。

そ
の
武
王
の
死
後
は
周
公
が
摂

政
と
し
て
統
治
し
、
天
下
泰
平

の
時
代
が
続
き
ま
す
。

十
三
代
目
の
平
王
の
時
代
、
東

方

（西
周
）
に
遷
都
し
た
が
、

こ
の
遷
都
を
き
っ
か
け
に
王
朝

の
統
治
能
力
が
弱
体
化
し
始
め
、

春
秋
時
代
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
春
秋
時
代
で
は
周
王

朝
の
権
威
が
な
く
な
り
、
各
諸

侯

（
地
方
大
名

）
が
自
ら
を

「王
」
と
名
乗
り
、
覇
権
争
い
が

激
化
し
は
じ
め
ま
す
。

そ
し
て
、
戦
国
時
代
に
突
入
す

る

の
で
す
。

こ
の
時
代

一斉
国
」
は
周
王
朝

の
成
立
に
功
績
が
あ
っ
た
太
公

望
を
始
祖
と
す
る
大
国
で
、
春

秋
時
代
に
は
五
覇

（は
）
の
筆
頭

に
挙
げ
ら
れ
る
桓

（か
ん
）
公

に
よ
っ
て
国
力
が
増
し
ま
し
た
。

「秦
国
」
は
小
国
で
し
た
が
次

第
に
勢
力
を
の
ば
し
強
大
と
な

り
ま
し
た
。
後
に
自
ら
が
皇
帝

を
名
乗
り
“
始
皇
帝
”
が
登
場
す

る
の
で
す
。
彼
は
自
分
が
任
命

し
た
武
官
を
地
方
統
治
の
た
め

に
赴
任
さ
せ
中
央
集
権
国
家
と

い
う
支
配
体
制
の
基
礎
を
作
り

ま
し
た
。
孔
子
は
、
名

は
丘

（き
ゅ
う
）
字
は
仲
尼

（ち
ゅ
う

じ
）
西
暦
前
五
五

一
年

（春
秋

時
代
）
に
魯

（ろ
）
の
国
に
生

ま
れ
、
衛

（え
い
）
の
国
、
曹

（そ
う
）
の
国
、
と不
（そ
う
）
の

国
、
陳

（
ち
ん
）

の
国
、
楚

（そ
）
国
な
ど
つ
諸
国
を
巡

っ
て

再
び
祖
国
で
あ
る
魯
の
国
に
戻

り
ま
し
た
。

儒
教
の
特
長

四
書

・
五
経
を
経
典
と
す
る
教

えヽ
。

「仁
」
を
理
想

の
道
徳
と
し
て

い
ま
す
ｃ

）

孔
子
に
始
ま
る
中
国
の
政
治

・

道
徳
的
教
え
で
す
。
諸
子
百
家

の

一
つ
で
も
あ
り
ま
す
ｃ

宋
代
に
宋
学
が
興
っ
て
哲
理
面

で
さ
ら
に
研
究
さ
れ
、
朱
子
学

に
集
大
成
さ
れ
ま
す
が
、
明
の

時
代
に
入
っ
て
王
陽
明
を
は
じ

め
と
す
る
朱
子
学
の
批
判
を
受

け
、
儒
家
に
よ
る
思
想
的
な
自

然
哲
学
と
し
て
儒
教
は
革
新
的

な
発
展
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
清
時
代
の
末

に
は

「論
語
」
と
し
て
日
本
に

伝
来
し
ま
す
。

（日
本

…
応
神
天
皇
の
時
代
）

今
回
の
テ
ー
マ
は

「譴
」

に
つ
い
て
で
す
。

「祀
」
其
ノ

一

（泰

伯

第

八

）

子
曰
く
、
恭
に
し
て
祀
無
け

れ
ば
、
即
ち
労
す
。

慎
に
し
て
祀
無
け
れ
ば
即
ち
恵

す
。

みだ

勇
に
し
て
祀
無
け
れ
ば
即
ち
乱

す
。

直
に
し
て
祀
無
け
れ
ば
即
ち
絞

孔
子
が
言
わ
れ
ま
し
た
。

例
え
恭
し
く
振
舞

っ
て
い
て
も

虐

の
基
本
が
出
来
て
い
な
け
れ

ば
、
気
苦
労
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
ｃ

ま
た
、
慎
重
に
お
こ
な
っ
て
い

て
も
虐
の
基
本
が
判

っ
て
い
な

け
れ
ば
ビ
ク
ビ
ク
す
る
こ
と
に

・

な
り
ま
す
。

例
え
勇
敢
で
あ
っ
て
も
祀
を
身

に
付
け
て
い
な
け
れ
ば
人
に
逆

ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
正
直
で
あ
っ
て
も
、

性
の
節
度
が
な
け
れ
ば
、
人
を

責
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「祀
」
其
ノ
ニ

（泰

伯

第

八

）

子
曰
く
、
詩
に
興
り
、
祀
に
立

ち
、
柴
に
成
る
。

孝
弟
な
る
者
は
、

其
れ
仁
を
為
す
の
本
か
。

孔
子
が
言
わ
れ
ま
し
た
。

詩
で
道
義
心
を
ふ
る
い
立
た
せ
、

祀
で
人
間
と
し
て
の
生
活
基
盤

を
確
立
し
、
音
楽
で
人
間
の
徳

性
を
完
成
さ
せ
る
の
で
す
。

「祀
」
其
ノ

ニ

（顔
淵
第
十
二
）

子
曰
く
、
程
に
非
ざ
れ
ば
視
る

こ
と
勿
れ
。

祀
に
非
ざ
れ
ば
廃
く
こ
と
勿
れ
。

祀
に
非
ざ
れ
ば
動
く
こ
と
勿
れ

孔
子
が
言
わ
れ
ま
し
た
。

祀
に
外
れ
た
も
の
を
視
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
程
に
外
れ
た
言
葉

）

を
聴
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま

た
、
程
に
外
れ
た
物
事
を
行

っ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

「祀
」
其
ノ
四

（尭
日
第
二
十
）

子
曰
く

命
を
し
ら
ぎ
れ
ば
、
以
っ
て
君

子
と
為
す
無
き
也
。
祀
を
知
ら

ぎ
れ
ば
、
以
っ
て
立

つ
無
き
也
。

言
を
知
ら
ぎ
れ
ば
、
以
っ
て
人

を
知
る
無
き
也

孔
子
が
言
わ
れ
ま
し
た
。

天
命
を
知
ら
な
け
れ
ば
君
子
と

し
て
の
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

祀
を
知
ら
な
け
れ
ば
世
に
立

つ

こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。

言
葉
を
知
ら
な
け
れ
ば
人
を
も

知
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

論
語
指
導
士

井

上

象

英
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人
生
の
喜
び

っ
て
何
だ
ろ
う
ね
。

自
分
の
思

っ
て
い
る
事
、
考
え

て
い
る
事
、
し
た
い
と
思

っ
て

い
る
事
が
叶
え
ら
れ
て
い
く
時
、

充
実
感
と
喜
び
を
感
じ
ま
す
よ

ね
。

例
え
ば
、
○
○
さ
ん
と
結
婚
し

た
い
と
思

っ
て
、　
一
生
懸
命
ア

プ

ロ
ー
チ
し
て
、
念
願
が
叶

っ

て
結
婚
出
来
た
時
、
人
生
最
大

の
喜
び
を
感
じ
ま
す
よ
ね
。

又
、
仕
事
の
関
係
で
自
分
に
任

さ
れ
た
仕
事
や
、
や
り
た
い
仕

事
が
、
み
ん
な
の
協
力
を
得
て

成
し
遂
げ
た
時
な
ど
も
、
充
実

し
た
気
持
ち
と
な
り
、
喜
び
を

感
じ
ま
す
よ
ね
。

又
、
自
分
の
好
き
な
事
が
出
来

る
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
る
、

こ
れ
ら
も
満
足
感
を
味
わ
え
て

喜
び
と
な
り
ま
す
よ
ね
。
他
に

も
色
々
な
喜
び
が
有
り
ま
す
。

健
康
で
あ
る
事
、
家
族
み
ん
な

が
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
事
、

何
か
に
熱
中
し
て
い
る
時
も
、

充
実
感
と
喜
び
を
感
じ
ま
す
。

そ
う
し
た
時
の
喜
び
を
考
え
る

と
、
人
生
の
喜
び
と
は
、
自
分

一
人
だ
け
の
世
界
で
喜
び
を
感

じ
る
の
で
は
な
く
、
相
手
が
い

た
り
何
人
か
あ
る
い
は
大
勢
の

人
達
と
関
わ
っ
て
い
る
中
に
、

喜
び
を
感
じ
る
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。

で
す
か
ら
、
人
生
の
喜
び
と
は
、

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
感
じ
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

生
活
を
送

っ
て
お
り
ま
す
と
、

家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
親
戚
や
隣

近
所
の
人
、
勤
め
先
に
関
わ
る

人
達
、
又
、
趣
味
の
世
界
で
知

り
合
う
人
、
何
か
の
出
会
い
で

知
り
合

っ
た
人
達
な
ど
、
色
々

な
立
場
で
大
勢
の
人
達
と
関
わ

っ
て
生
活
を
送

っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
大
勢
の
人
達
と
関
わ

る
中
で
、
当
然
気
の
合
う
人
、

合
わ
な
い
人
、
好
き
な
人
、
嫌

い
な
人
が
出
て
来
ま
す
。

と
か
く
、
気
の
合
わ
な
い
人
や

嫌
い
な
人
と
は
関
わ
り
合
い
た

く
無
い
と
思
う
し
、
遠
避
け
よ

う
と
し
ま
す
よ
ね
。

で
も
、
生
活
を
送

っ
て
い
く
中

に
、
そ
う
し
た
人
達
と
も
関
わ

り
合

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
状
況
も
出
て
来
ま
す
。

例
え
ば
、
会
社
関
係
の
人
や
親

戚
の
人
や
、
隣
近
所
の
人
な
ど
、

嫌
で
も
付
き
合

っ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
も
出
て
来
ま

す
。
心
で
拒
絶
を
し
な
が
ら
、

表
面
だ
け
で
付
き
合
う
方
法
も

有
り
ま
す
が
、
相
手
を
見
る
目

を
チ
ョ
ッ
ト
変
え
て
見
る
事
も

大
切
で
す
。

例
え
ば
、
気
の
合
わ
な
い
人
、

嫌
い
な
人
と
思

っ
て
い
て
も
、

何
か
の
誤
解
や
勘
違
い
か
ら
そ

う
思
い
込
ん
で
し
ま
う
事
も
有

り
ま
す
。

ど
ん
な
に
嫌
い
な
人
で
も
、
そ

の
人
を
好
き
だ
と
思
う
人
も
又

い
る
の
で
す
。
考
え
方
の
違
い
、

生
き
方
の
違
い
、
或
は
生
理
的

に
理
屈
抜
き
で
絶
対
嫌
い
と
い

う
事
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

ど
う
し
ょ
う
も
仕
方
が
あ
り
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
人
は

「十
人

十
色
」
と
言
い
ま
す
。
色
々
な

価
値
観
や
感
性
、
考
え
方
な
ど
、

人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
有
り
ま

す
。
そ
う
し
た
違
い
の
中
で
、

自
分
と
は
違
う
生
き
方
に
感
動

し
た
り
、
憧
れ
や
尊
敬
の
心
が

生
ま
れ
て
く
る
事
も
有
り
ま
す
。

感
動
の
出
会
い
が
人
生
の
醍
醐

味
だ
と
思
い
ま
す
。

人
生
の
喜
び
は
、
人
と
の
関
わ

り
か
ら
生
ま
れ
る
喜
び
で
す
。

好
き
嫌
い
を
し
た
の
で
は
折
角

の
出
会
い
も
半
減
し
て
し
ま
い

ま
す
。
嫌
い
と
思

っ
て
も
、
見

方
考
え
方
を
変
え
た
な
ら
ば
、

今
ま
で
と
は
違

っ
た

一
面
が
見

え
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

誰
も
が
、
自
分
の
人
生
を
頑
張

っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
頑
張
り
を
感
じ
た
と
き
、
そ

の
人
を
理
解
す
る
事
が
出
来
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
理
解
を
す

れ
ば
そ
の
人
を
許
し
た
り
、
好

き
に
な
る
事
も
可
能
で
す
。

人
と
う
ま
く
付
き
合
う
方
法
は
、

「そ
の
人
を
好
き
に
な
る
事
」

と
言
い
ま
す
。

自
分
が
嫌
え
ば
相
手
も
嫌

っ
て

来
ま
す
。
自
分
が
好
き
に
な
れ

ば
、
相
手
も
悪
い
気
は
し
な
く

な
っ
て
き
ま
す
。

気
の
合
わ
な
い
人
、
嫌
い
な
人

と
う
ま
く
付
き
合

っ
て
行
く
事

が
出
来
た
な
ら
ば
、
人
生
が
も

っ
と
も
っ
と
楽
し
い
も
の
に
な

っ
て
き
ま
す
。

こ
ん
な
言
葉
が
有
り
ま
す
。

「味
方
は
作
ら
な
く
と
も
、
敵

を
作
る
な
」
好
き
嫌
い
を
乗
り

越
え
て
、
自
分
の
心
を
大
き
く

広
げ
、
相
手
を
認
め
る
度
量
を

持

つ
事
が
、
敵
を
作
ら
ず
、
色

々
な
人
と
の
出
会
い
を
楽
し
む

コ
ツ
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
色
々
な
気
付
き
を
学

ぶ
事
が
出
来
ま
す
。
人
生
の
肥

や
し
と
な
っ
て
自
分
が
成
長
し

て
い
く
事
が
出
来
る
の
で
す
。
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二
年
二
月
二
十

一
日
、
弥

生
の
月
次
祭
並
び
に
春
分
霊
祭

を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

こ
の
度
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
全
国
的
に
蔓
延
し
て
お

り
、
大
教
院
と
致
し
ま
し
て
も
、

ウ
イ
ル
ス
拡
散
防
止
の
三
つ
の

蜜
を
避
け
る
為
、
参
拝
者
席
の

間
隔
を
広
め
、
直
会
を
取
り
止

め
る
等
の
対
応
を
致
し
ま
し
た
。

神
殿
大
床
改
修
工
事
の
為
、
御

神
体
を
御
霊
殿
に
併
せ
祀

っ
て

い
ま
す
の
で
、
御
霊
殿
に
て
総

て
の
祭
事
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

定
刻
の
午
後

一
時
よ
り
長
元
総

監
進
行
の
元
、
管
長
他
六
名
の

祭
員
に
依

っ
て
祭
儀
を
斎
行
し
、

管
長
の
弥
生
月
次
祭
詞
並
び
に

春
分
霊
祭
詞

・
翔
月
命
日
祭
詞斎主慰霊祭詞奏上

東京婦人会有志の道彦による神教歌奉唱  慰霊 の舞奉奏

奏
上
の
後
、
慰
霊
の
和
歌
、
明

治
天
皇
御
製

「遠
き
御
親
」
を

管
長
が
朗
詠
し
、
続
い
て
慰
霊

の
舞
を
林
局
員
が
奉
奏
、
大
祓

詞

・
四
大
信
條
奉
唱
、
続
い
て

東
京
婦
人
会
有
志
の
道
彦
に
よ

る
神
教
歌
奉
唱
、
管
長

・
役
員

御
遺
族

・
参
拝
者
が
順
次
玉
串

奉
箕
を
行
い
、
最
後
に
管
長
よ

）

り
講
話
が
有
り
、
滞
り
無
く
祭

儀
を
終
了
致
し
ま
し
た
。

参
拝
者
は
お
神
酒
を
頂
戴
し
、

お
み
や
げ
と
記
念
品
を
受
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
帰
路
に
着
か
れ
ま

し
た
。
ウ
イ
ル
ス
拡
散
防
止
に

対
す
る
緊
張
の
中
で
は
有
り
ま

し
た
が
、
祭
員
と
参
拝
者
が
心

一
つ
と
な
っ
て
、
大
神
様

。
御

霊
様
に
真
心
を
捧
げ
る
、
素
晴

ら
し
い
祭
典
と
成
り
ま
し
た
事

を
御
報
告
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。斎 主 玉 串奉 貧 祭員大祓詞四大信條奉唱

日めくリカレングーになりました。

「菊池管長の吉の葉集・―ミリ前進」

菊
池
管
長
の
愛
情
、
優
し
さ
、
思
い
や
り
の

一
杯
詰
ま
っ
た
日
め
く
リ
カ
レ
ン
ダ
ー
。

（六
十
二
の
お
話
、
二
か
月
分
を
収
録
）

本
局
で
お
買
い
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

■

冊

税

込

¨
、

五
〇
０

円
）

色
奮
の
そ
の中
いは

可
紳
壕
ガ
弓
ろ

」鍔

群
１

，　

　

・， 卜
Ｄ
Ｅ

“」”揚“「は粋品し〕独一
●
・
Ｌ
、
．
“〓́
一「

膚

〓
含
は
キ
Ｌ
イ
１３

す

れ
っ
■
こ
Ч

轟
ま
ろ
ん
メ晰
一

一一̈紺一一̈峰一̈ち日に^慮罐蠅難中

「菊池管長のつぶや七」

(62日分のお話掲載)

が

仲
財
一え

な

菊

池

ψ

ス

の

‥
〓

夕

の
索

ふ
一鷺

〓

‐
　

一・一機
舞

´
ミ
４
′ス砂
確
零
藤

一一浚
徳



(9)新 緑 号 神 道 の 友 令和 2年 4月 21日

和
元
年
十
二
月
十
八
日
高
松

宮
喜
久
子
妃
殿
下
の
御
命
日
祭

が
都
内
の
豊
島
岡
墓
地
に
て
厳

粛
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

天
皇
皇
后
両
陛
下
、
御
皇
族
の

方
々
が
午
前
中
に
御
拝
礼
さ
れ
、

午
後
よ
り
招
待
者
の
拝
礼
が
行

な
わ
れ
ま
し
た
。

始
め
に
宮
内
庁
式
部
官
に
よ
っ

て
、
修
祓
、
斎
主

一
拝
、
献
箕

の
儀
が
行
わ
れ
、
祝
詞
奏
上
、

参
列
者
拝
礼
と
続
き
、
撤
供
の

儀
、
斎
主

一
拝
に
て
祭
典
が
終

了

し

ま

し

た
。

当
日
は
好
天
に
恵
ま
れ
、
本
局

か
ら
は
菊
池
管
長
と
長
元
総
監
、

永
澤
部
長
が
参
列
し
、
教
派
神

道
連
合
会
よ
り
、
扶
桑
教
宍
野

史
生
管
長
、
神
習
教
芳
村
正
徳

教
主
、
出
雲
大
社
教
千
家
活
彦

東
京
分
祠
長
他
、
招
待
者
七
十

名
位
の
方
々
が
御
参
列
さ
れ
ま

し
た
。

続
い
て
、
参
集
所
に
て
直
会
が

行
わ
れ
、
特
製
の
甘
酒
や
ワ
イ

ン
が
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

高 松 宮 家 御 墓 所 (宮 内庁 公 式 写 真 )

参集所に飾 られた妃殿下の御遺影

し 関 て 生 金 妃 年 昭 関 癌 た

ヽ ノ

高
松
宮
喜
久
子
妃
殿
下
は
、
母

君
、
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
の
第

二
王
女
賞
枝
子
様
が
結
腸
癌
で

亡
く
な
ら
れ

の
を
機
に
、

の
撲
減
に

与
さ
れ
、

和
四
十
三

に
高
松
宮

癌
研
究
基

を
創
設
。

涯
を
通
し

癌
撲
減
に

与
さ
れ
ま

た
。

四
本
木
稲
荷
神
社
が

本

局

直

轄

法

人

と

な

る

東
京
都
北
区
滝
野
川
三
丁
目
六

十

一
番
地
に
鎮
座
す
る
、
宗
教
・

法
人

「神
道
大
教
四
本
木
稲
荷

神
社
」
の
後
継
者
が
途
絶
え
、

神
道
大
教
の
直
轄
神
社
と
し
て

法
人
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

「四
本
木
稲
荷
神
社
」
は
、
戦

前
軍
用
地
の
一
角
に
鎮
座
し
て

い
ま
し
た
が
、
戦
時
中
に
元
々

あ
っ
た
神
社
と
合
祀
し
、
現
在

地
に
移
転
し
ま
し
た
。

初
代
代
表
役
員
に
梶
田
程
園
氏

が
就
任
し
、
以
後
親
族
に
よ
っ

て
継
承
さ
れ
て
来
ま
し
た
が
、

現
在
の
熊
谷
克
子
氏
が
高
齢
と

な
り
、
法
人
役
員
の
引
継
ぎ
も

途
絶
え
、
法
人
活
動
が

一
切
出

来
な
く
な
り
、
熊
谷
氏
よ
り
本

局
に
法
人
処
理
の
要
請
が
有
り

ま
し
た
。

責
任
役
員
会
に
て
審
議
し
、
本

局
直
轄
神
社
と
し
て
活
動
す
る

事
に
致
し
ま
し
た
。
建
物
は
老

巧
化
し
、
修
理
も
必
要
で
す
が
、

稲
荷
神
社
と
し
て
の
崇
敬
者
も

居
り
、
こ
れ
か
ら
の
法
人
活
動

を
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
行
き

ま
す
。

褥瘍漑蕪・・・，，・ 参集所にて直会参加者

鳥 居参 道御 本 社境内を囲む神灯

．―
●
■
■



令和 2年 4月 21日 神 道 の 友 新 緑 号 (10)

365mm

皆
様
よ
り
予
て
か
ら
御
要
望
戴

い
て
い
た

「授
与
所
」
を
建
設

す
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
授
与
所
は
弥
栄
殿
の
横
で
、

道
路
に
も
面
し
て
お
り
、
御
朱

印
や
御
守

。
御
札
を
授
与
さ
れ

る
方
に
お
喜
び
戴
け
る
だ
け
で

は
な
く
、
駐
車
場
の
安
全
管
理

や

一
般
の
方
々
へ
の
教
化
に
も

繋
が
り
ま
す
。

屋
根
の
部
分
は
銅
板
葺
き
と
し
、

神
道
大
教
の
授
与
所
に
相
応
し

た
建
設
と
な
り
ま
す
。

就
き
ま
し
て
は
、
皆
様
方
に
こ

の
銅
板
を
御
奉
納
戴
き
た
く
存

じ
ま
す
。

名
前

。
生
年
月
日
な
ど
を
直
接

記
入
し
、
授
与
所
の
屋
根
に
使

用
致
し
ま
す
。

本
局

へ
お
越
し
の
際
に
御
記
入

戴
く
か
、
お
申
し
込
み
戴
け
れ

ば
、
本
局
に
て
代
筆
致
し
ま
す
。

ま
た
御
奉
納
戴
い
た
方
は

「奉

納
報
告
祭
」
に
て
大
神
様
に
御

芳
名
を
奏
上
申
し
上
げ
ま
す
。

152

使
用
鋼
板
は
約

一
千
枚
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

出
費
御
多
端

の
折
、
誠
に
恐
縮

と
は
存
じ
ま
す
が
、
皆
様
方

の

御
協
力
を
お
願

い
申
し
上
げ
ま

す
ｃ

御
奉
納
ご
希
望

の
方
は
、
本
局

に
ご
連
絡

い
た
だ
け
れ
ば

こ
ち

ら
か
ら
申
込
書
と
振
込
用
紙
を

送
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

寺
癖
癖
毎
葺
痺
蘇
導
埼
癖
痺
癖
轟
葺
蒔
葺
寺
癖
寺
寺
暮
毒
喜
等
壽
奔
葺
寺
蒔
蘇
癖
燕
癖

宿
泊
費

・
・
・
二
万
八
千
円

【前
半

・
後
半
過
程
】

受
講
料

・
・
・
四
万
三
千
円

宿
泊
費

・
・
。
一
万
四
千
円

○
参
加
条
件

現
職
教
師
及
び
本
教
教
師

・
教

場
後
継
者
と
し
て
布
教
活
動
を

志
願
す
る
方
。
初
任
の
方
は
教

場
長

・
現
職
教
師

（教
師
取
得

年
限
及
び
実
務
経
験
が
五
年
以

上
）
の
推
薦
を
得
て
、
検
定
委

員
よ
り
許
可
さ
れ
た
方
に
限
り

ま
す
。

○
会
　
　
場
　
神
道
大
教
本
局

○
期
　
　
日

【全
日
過
程
】

八
月
二
十
二
日

（土
）
よ
り

二
十
八
日

（金
）
ま
で

【前
半
過
程
】
現
任
者
の
み

八
月
二
十
二
日

（土
）
よ
り

二
十
五
日

（火
）
ま
で

【後
半
過
程
】
現
任
者
の
み

八
月
二
十
五
日

（火
）
よ
り

八
月
二
十
八
日

（金
）
ま
で

通
い
の
方
は
、
昼
食
代
が
別
途
か

か
り
ま
す
。

（
一
千
円
程
度
）

※
都
合
に
よ
り
受
講
を
途
中
で

終
え
る
場
合
で
も
、
納
入
費
用

の
差
引
返
金
は
致
し
ま
せ
ん
の

で
御
了
承
下
さ
い
。

○
申
込
方
法

受
講
希
望
の
方
は
、
八
月
十
五
日

（土
）
ま
で
に
、
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
送
付
し
て
下

さ
い
。
初
任
者
の
方
は
、
履
歴
書

・
住
民
票

・
証
明
写
真

（躙
釧
×

価

ｃｍ
）
を
必
ず
添
付
し
て
下
さ
い
。

【注
】
笏
及
び
衣
装
類
に
つ
き
ま

し
て
は
、
本
局
で
の
準
備

ま
た
注
文
は
お
受
け
出
来

ま
せ
ん
の
で
、
推
薦
者
と

御
相
談
の
上
、
各
自
で
御

用
意
下
さ
い
ま
す
よ
う
、

お
願
い
致
し
ま
す
ｃ

○
費
　
　
用

【全
日
過
程
】

受
講
料

・
・
七
万
三
千
円

寺
癖
等
毒
蒔
寺
葺
蒔
癖
痺
癖
塙
癖
癖
癖
蒔
寺
蒔
勢
痺
癖
塙
癖
蒔
毒
痺
癖
癖
癖
蒔
轟
癖
碑

_ヽ´



(11)新 緑 号 神 道 の 友 令和 2年 4月 21日

教
内
異
動

☆
教
師
補
命

○
補
　
権
訓
導

札
幌
八
幡
宮

（属
）

北
海
道

。
鈴
木
浩
司

。
伊
藤
　
誠

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
付

☆
辞
職
者

○
兵
庫

。
日
笠
山
八
雲
大
教
会

（属
）

中
講
義

。
浦
野
森
枝

令
和
二
年

一
月
二
十
七
日
付

☆
帰
幽
報
告

次
の
先
生
の
帰
幽
の
報
に
接

し
生
前
の
御
奉
仕
、
御
活
躍

を
た
た
え
、
謹
ん
で
哀
悼
の

意
を
表
し
ま
す
。

○
令
和
元
年
帰
幽

新
潟

・
普
明
神
社

（属
）

権
中
講
義

。
渡
邊
吉
郎
師

○
令
和
二
年
二
月
帰
幽

新
潟

・
普
明
神
社

（属
）

訓
導

・
田
中
圭
司
師

○
令
和
二
年

一
月
十
二
日
帰
幽

兵
庫

。
日
笠
山
八
雲
大
教
会

（属
）

権
大
講
義

・
福
間
喜
美
師

神
道
大
教
院
第
四
十
三

総
代
会
開
催
の
お
知
ら
せ

来
る
令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

因
午
後

一
時
よ
り
、
神
道
大
教

本
局
弥
栄
殿
広
間
に
て
、
第
四

十
三
回
神
道
大
教
院
総
代
会
を

開
催
致
し
、
令
和
二
年
度
の
大

教
院
予
算
案
並
び
に
行
事
計
画

等
に
つ
い
て
の
審
議
を
行
い
た

く
後
日
御
案
内
を
お
送
り
致
し

ま
す
の
で
諸
事
御
多
用
と
は
存

じ
ま
す
が
、
総
代
の
皆
様
に
は

御
出
席
の
程
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

矛

召 Lニ
0. |

彗

ロ

第
二
十
期
第
四
回

大
会
議
開
催
の
お
知
ら
せ

来
る
令
和
二
年
七
月
二
十
日
困

午
前
十

一
時
よ
り
、
神
道
大
教

本
局
弥
栄
殿
に
て
、
第
二
十
期

第
四
回
大
会
議
を
開
催
致
し
ま

す
。
令
和
二
年
度
の
神
道
大
教

本
局
会
計
並
び
に
特
別
会
計
予

算
案
そ
の
他
承
認
事
項
に
つ
き

ま
し
て
当
期
最
後
の
審
議
と
な

り
ま
す
の
で
諸
事
御
多
用
と
存

じ
ま
す
が
御
出
席
の
程
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

議
員
の
皆
様
に
は
後
日
改
め
て

御
案
内
を
お
送
り
致
し
ま
す
。

ま
た
、
閉
会
後
に
慰
労
を
兼
ね

て
の
懇
親
会
を
催
し
た
く
こ
こ

に
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

マスクを驚薄する ティッシュ・ハンカチで

〈書・欝を獲う}   彗・難苺覆う

議参の嬢
… `~・

・

琴

・

I歯て□欅を警う

t,,|‐
=11

■●暮‐

議チ壼ット様幸や難燃、学校など
人が資まるとこうでやろう

神
道
大
教
研
修
生

十
二
月
十
二
日
付
　
　
辞
令

伊
木
臣
元

（
い
き
た
か
ゆ
き
）

愛
知
県
張
旭
市

神
道
大
教
所
属
教
会
後
継
の
為
、

教
師
の
勉
強
を
志
し
て
入
局

特
技

高
校
か
ら
大
学
ま
で
松
濤
館

（し
よ
う
と
う
か
ん
）
流
の
空

手
を
習
う

現
在
二
段

平
成
八
年

一
月

一
日
生
ま
れ

伊 木 臣元 局 員

じ
ド

・府
じ

嘱
託
さ
ん
と
の

交
流
会
を
開
催

十
二
月
十
九
日
、
本
局
近
く
の

居
酒
屋

「お
と
ら
」
で
、
嘱
託

さ
ん
と
の
交
流
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

日
替
わ
り
で
九
人
の
嘱
託
さ
ん

に
清
掃
や
軽
事
務
を
担
当
し
て

戴
い
て
い
ま
す
。

嘱
託
さ
ん
同
士
の
出
会
い
が
無

く
、
作
業
日
誌
で
情
報
を
交
換

し
て
い
ま
す
が
、
人
柄
が
見
え

な
い
の
で
、
年
に

一
、
二
回
交

流
会
を
行

っ
て
親
睦
を
図

っ
て

い
ま
す
。

今
回
は
三
回
目
と
な
り
、
旧
知

の
仲
間
同
士
の
よ
う
に
大
変
盛

り
上
が
り
、
楽
し
い
ひ
と
時
を

共
に
過
ご
し
ま
し
た
。

年 末 懇 親 会

■―

ヽ¨´
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二
　

月

二

　

月

四

月

十 十 二 一

管

長

の

動

向
　
（対
外
行
事
。
事
務
局
）

歳
旦
祭
斎
行

・
初
詣
正
月
体
制

（三
日
ま
で
）

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会

。
新
年
会
出
席

（西
麻
布
霞
会
館
）

大
教
院
雅
楽
寮

（及
び
二
十
四
日
）

中
旬
祭

東
京
都
教
派
神
道
連
合
会
理
事
会

。
新
年
会
出
席

（天
理
教
当
番
）

月
次
祭
斎
行

。
新
年
互
礼
会
開
催

責
任
役
員
会

東
京
都
宗
教
連
盟
理
事
会

。
研
究
会
出
席

（大
本
東
京
本
部
）

月
首
祭

節
分
祭

・
高
松
宮
宣
仁
親
王
殿
下
御
命
日
祭
参
列

（豊
島
岡
墓
所
）

大
教
院
雅
楽
寮

世
界
連
邦
日
本
宗
教
委
員
会
、
日
本
国
際
文
化
協
会

合
同
懇
親
会
出
席

（明
治
記
念
館
）

月

　

一
　

　

日

十
　
四
日

十 一 二 十 十 七
十

―L rr■ 一
   

一
 

一
 

一
 

一 _上
ハ l型|_二

~____~T~

十 十 十 十
九 二 一  五

日 日 日 日 日 日 日 日 日

二
十

一
日 日

二
日

五
日

一
日日

五
日

五 三

日 日 日 日

二
十

一
日

大
教
院
御
本
殿
仮
遷
座
祭

本
殿
改
修
工
事
開
始

中
旬
祭

月
次
祭
斎
行

月
首
祭

中
旬
祭

月
次
祭

。
春
分
霊
祭
斎
行

月
首
祭
斎
行

本
殿
改
修
工
事
完
了

大
教
院
御
本
殿
遷
座
祭

中
旬
祭

大
教
院
雅
楽
寮

（及
び
三
十
日
）

春
季
例
大
祭
斎
行

V

成
人
式
お
め
で
と
う

ご

ざ

い

ま

す

令
和
二
年

一
月
十
三
日
成
人
の

日
当
日
に
、
毎
年
正
月
に
御
参

拝
さ
れ
て
お
ら
れ
る
御
家
族
が

御
令
嬢
と
共
に
御
来
社
さ
れ
、

管
長
に
よ
り
神
前
に
て
成
人
の

報
告
と
身
体
健
全
の
祈
願
祭
が

斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

新
成
人
と
し
て
の
輝
か
し
い
歩

み
を
心
か
ら
御
祈
念
申
し
上
げ

ま
す
。

V

教
漁
務
叩
Ｔ
の
制
董
Ｙ
ぞ

募
懲餌
ａＴ
Ｍ
逃
ア

神
道
大
教
所
属
の
教
場

。
教
会

神
社
の
活
動
情
報
交
換
を
し
ま

せ
ん
か
。

教
場
設
立
の
時
期

・
教
場
設
立

者

。
現
在
の
教
場
長

・
活
動
内

容
な
ど
を
写
真
と
共
に
お
送
り

下
さ
い
。

「神
道
の
友
」
に
御
紹
介
致
し

ま
す
。

是
非
情
報
を
お
寄
せ
下
さ
い
、

お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。

神
道
の
友
編
集
部


