
(1)新緑 号 神 道 の 友 令 和 4年 4月 21日

し
ち
て
ん
ば

っ
と
う

あ
る
人
が
高
僧
に
尋
ね
ま
し
た
。

「
い
か
な
る
か
こ
れ
正
真
（し

ょ
う
し
ん
）
の
一
路
。
」

つ
ま
り
、
真
実
で
、
真
っ
直
ぐ

で
、
正
し
く
、
こ
の
道
さ
え
歩

い
て
行
け
ば
絶
対
に
間
違
え
の

無
い
、　
一
本
の
道
は
何
で
す
か
。

『
セ
転
八
例
の
生
き
オ
』

管

長

菊

池

重

敏

我
々
は

「
七
転
び
八
起
き
」
と

言
う
言
葉
を
使

っ
て
、
自
分
を

励
ま
し
た
り
、
人
を
元
気
づ
け

た
り
し
ま
す
が
、
今
失
敗
し
て

も
次
に
頑
張
れ
ば
良
い
の
だ
か

ら
、
と
言
う
励
ま
し
の
言
葉
で

使
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
次
に
頑
張
れ
ば
良
い

の
だ
か
ら
と
言
う
、
次
を
期
待

し
て
し
ま
う
事
が
、
自
分
に
と

っ
て
も
、
又
、
相
手
に
と
っ
て

も
、
次
に
頑
張
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
言
う
、
プ
レ
ツ
シ
ヤ

ー
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
．

で
す
か
ら
、
人
生
に
於
い
て
転

ぶ
な
り
倒
れ
て
し
ま
う
時
に
は

そ
れ
な
り
の
理
由
が
有
る
の
だ

か
ら
、
無
理
に
起
き
よ
う
と
し

な
い
で
、
そ
の
時
の
状
況
を
素

直
に
受
け
人
れ
て
、
状
況
を
味

わ
う
位
の
心
構
え
が
有
れ
ば
、

ど
ん
な
時
に
も
対
応
で
き
る
、

最
高
の
生
き
方
と
成
る
事
を
教

え
て
い
る
の
で
す
。

我
々
は
ど
う
し
て
も
人
と
比
べ

て
し
ま
い
ま
す
。
人
並
み
で
有

り
た
い
、
人
よ
り
も
も

っ
と
良

く
成
り
た
い
、
そ
う
し
た
比
べ

る
心
が
、
失
敗
や
挫
折
を
許
せ

な
い
、
自
分
を
責
め
て
し
ま
う

気
持
ち
に
な
る
事
が
有
り
ま
す

雪
道
で
滑

っ
て
転
ぶ
事
が
有
り

ま
す
。
人
が
周
り
に
居
れ
ば
、

恥
ず
か
し
く
て
、
急
い
で
起
き

上
が
ろ
う
と
し
ま
す
。

誰
も
居
な
い
所
で
転
ぶ
と
、
周

り
の
事
に
は
気
に
し
な
い
で
、

転
ん
だ
自
分
が
コ
ッ
ケ
イ
で
楽

し
い
気
分
に
成

っ
た
り
し
ま
す

転
ん
だ
つ
い
で
に
雪
の
上
に
寝

そ
べ
っ
て
空
を
眺
め
る
余
裕
も

出
て
来
ま
す
。

そ
れ
が
、
転
ぶ
時
に
は
転
ぶ
事

に
成
り
切
る
。
最
高
の
生
き
方

と
成

っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

高
僧
は
、

「そ
れ
は
七
転
八
倒

だ
よ
」
と
答
え
ま
し
た
。

七
転
八
倒
と
言
え
ば
、
激
し
い

苦
痛
な
ど
で
、
ひ
ど
く
苦
し
ん

で
転
げ
ま
わ
る
事
を
意
味
し
ま

す
が
、
そ
れ
が
何
故
、
正
真
の

一
路
と
成
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
僧
が
言
わ
れ
る
に
は
、　
一
生

懸
命
に
、
具
体
的
に
動
い
て
い

れ
ば
、
必
ず
転
ん
だ
り
倒
れ
た

り
す
る
。
こ
れ
が
正
真
の

一
路

だ
、
と
言
う
の
で
す
。

転
ぶ
時
に
は
転
ぶ
事
に
成
り
切

り
、
倒
れ
る
時
に
は
倒
れ
る
事

に
成
り
切
る
。
起
き
る
と
言
う

事
は
頭
の
中
に
全
然
無
い
。
そ

の
時
が
最
高
の
生
き
方
な
ん
だ
、

と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
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明

治

天

皇

御

製

國

の
た

め
壼

す

こ

こ
ろ

は

か

わ

ら

ね

ど

わ

が

た

つ
道

を

ま

づ

お

も

ふ
ら

む

と
も

す

れ

ば

さ

ま

た

げ

ら

れ

て

ひ

と
す

ぢ

に

ゆ

か

れ

ぬ
も

の
は
道

に
ぞ

あ

り

け

る

そ
の
心
へ
の
切
り
返
し
の
難
し

さ
は
何
で
し
ょ
う
か
。

人
と
比
べ
て
し
ま
う
心
、
こ
う

有
る
べ
き
だ
と
思
い
込
み
の
心

こ
だ
わ
り
の
心
が
、
裸
の
心
に

成
り
切
れ
ず
、
自
分
を
追
い
詰

め
て
し
ま
う
。

自
分
が
嫌
に
成

っ
て
し
ま
う
、

絶
望
的
な
心
と
成

っ
て
し
ま
う

の
で
す
。

転
ん
で
し
ま
え
ば
、
転
ん
だ
時

に
し
か
見
ら
れ
な
い
景
色
に
も

出
会
え
ま
す
。
せ
っ
か
く
転
ん

で
味
わ
え
た
景
色
を
受
け
入
れ

て
楽
し
む
。

起
き
上
が
る
ば
か
り
が
人
生
で

は
無
い
。

そ
う
し
た
心
の
余
裕
が
、
七
転

八
倒
の
状
況
の
中
で
も
、
最
高

の
生
き
方
と
成

っ
て
行
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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令 和 4年 4月 21日 神 道 の 友 (2)新 緑 号

令
和
三
年

「年
越
大
祓
」
が
、　
一

コ
ロ
ナ
禍
が
一
時
的
に
落
ち
着

い
た
十
二
月
二
十
一
日
、
大
神

様
の
御
守
護
の
元
、
祭
員
奉
仕

者
、
近
郊
教
師
の
方
々
の
御
参

加
を
戴
き
、
厳
か
に
行
わ
れ
ま

し
た
。

浄
衣
を
着
装
し
た
斎
主
以
下
祭

員
が
御
神
殿
に
着
床
し
、
和
田

典
儀
よ
り
開
式
の
辞
の
発
声
の

後
、
修
祓
の
儀
、
斎
主

一
拝
、

献
供
の
儀
と
次
第
が
進
め
ら
れ
、

師
走
月
次
祭
の
祝
詞
が
菊
池
管

長
よ
り
奏
上
さ
れ
、
続
い
て
参

拝
者
に
向
か
っ
て
大
祓
詞
が
力大祓式奉仕の祭員

強
く
宣
ら
れ
、　
一
同
が
応
答
致

し
ま
し
た
。

続
い
て
贖
物

（あ
が
つ
も
の
）

神
事
と
し
て
、
解
縄

（と
き
な

わ
）
・八
針

（や
は
り
）
・切
麻

（き
り
ぬ
さ
）
・
形
代

（か
た

し
ろ
）
の
各
神
事
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
八
針
神
事
で
は
、
静
ま

る
神
殿
の
中
、
管
長
が
ガ
を
込

め
て
一
気
に
布
を
八
回
切
り
裂

き
、
そ
の
時
の
さ
や
か
な
る
音

を
参
拝
者
が
耳
を
澄
ま
せ
て
聞

き
入
り
、
邪
念
の
祓
わ
れ
た
清

々
し
い
心
と
な
り
ま
し
た
。

続
い
て
長
元
謹
典
長
先
導
に
て
、

祭
員
と
参
拝
者
が
声
を
合
わ
せ

て
四
夫
信
條
と

「き
よ
め
祓
い

の
歌
」
を
奉
唱
致
し
ま
し
た
。

続
い
て
後
祓
詞
を
濃
典
長
が
奏

上
し
、
次
に
斎
主

ｏ
祭
員
が
玉

串
を
奉
り
て
拝
礼
、　
一
般
参
拝

者
玉
串
奉
貧
と
続
き
、
撤
供
の

儀
、
斎
主

一
拝
に
て

「年
越
大

祓
」
が
滞
り
な
く
斎
行
さ
れ
ま

し
た
。
続
い
て
霊
殿
祭
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

直
会
は
御
希
望
の
方
の
み
弥
栄

殿
に
て
行
い
ま
し
た
。

一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
禍
が
鎮
静

し
、
管
長
先
生
手
製
の
甘
酒
や

お
漬
物
を
皆
で
楽
し
み
、
和
気

あ
い
あ
い
と
し
た
賑
や
か
な
直

会
を
迎
え
ら
れ
る
日
が
待
ち
遠

し
い
で
す
。　
　
　
・

大麻所役祓い行事

雀筆長ネ兄議]表
=_L 

管長大祓詞を宣り聞かす `きよめ祓いの歌奉唱 め祓いの歌を

参 拝 者 玉 串奉 彙管 長 八 針 の神 事  管 長 解 縄 神 事   謹典長後祓の詞奏上 管 長 玉 串奉 貧
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(3)新緑号 神 道 の 友 令 和 4年 4月 21日

午
前
零
時
の
新
年
を
知
ら
せ
る

大
教
院
の
太
鼓
の
音
と
共
に
新

し
い
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。

午
前
七
時
よ
り
御
本
殿
に
て
、

大
熊
典
謹
斎
主
の
元
、
歳
旦
祭

を
斎
行
し
、
新
し
き
年
の
御
皇

室
の
弥
栄
と
国
家
の
安
泰
、
世

界
の
平
和
、
国
民
の
安
寧
、
五

穀
豊
穣
を
御
祈
願
致
し
ま
し
た

コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
受
付
の
窓
に

シ
ー
ト
を
取
付
け
、
ア
ル
コ
ー

ル
消
毒
を
徹
底
し
て
の
、
感
染

対
策
に
努
め
ま
し
た
。

大
晦
日
の
夜
よ
り
三
日
ま
で
の

間
、
助
勤
の
巫
女
が
授
与
所
に

て
参
拝
者
の
対
応
を
し
、
毎
年歳旦祭大麻にて四方清め祓い

恒
例
と
な

っ
た
、

「福
菓
子
」

（御
菓
子
の
景
品
）
が
当
る
く

じ
を
楽
し
そ
う
に
引
く
参
拝
者

や
、
振
舞
わ
れ
た
甘
酒
に
舌
鼓

を
打
つ
方
々
の
お
姿
が
多
く
見

ら
れ
ま
し
た
。

今
年
の
初
詣
は
、
昨
年
よ
り
多

く
の
方
に
御
参
拝
を
戴
き
、
授

与
品
等
も
沢
山
お
受
け
戴
き
ま

し
た
。
お
み
く
じ
を
引
か
れ
る

方
も
多
く
、
御
本
殿
脇
の
お
み

く
じ
掛
け
が

一
杯
に
な
り
ま
し

た
。
・

新
年
祈
祷
や
、
厄
祓
等
の
祈
祷

件
数
も
増
え
、
三
ケ
日
が
済
み

ま
し
て
も
、
御
参
拝
の
方
が
御

本
殿
前
で
手
を
合
わ
せ
ら
れ
る

お
姿
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

入
口
に
新
築
致
し
ま
し
た
授
与歳旦祭大熊典譴祝詞奏上

所
が
、
新
し
い
目
印
と
な
り
神

一

道
大
教
院
を
知
っ
て
戴
く
切
っ

掛
け
に
成
っ
た
事
と
思
い
ま
す

今
後
も
、
参
拝
者
が
益
々
大
神

様
と
の
御
縁
を
深
め
、
又
、
心

の
拠
り
所
の
大
教
院
と
し
て
、

大
神
様
の
御
神
威
が
発
揚
さ
れ

ま
す
様
努
め
て
参
り
ま
す
。

初 詣 参 拝 者

初詣で「福菓子」を受け取る参拝者 助勤の巫女さん

初詣準備の整った境内みくじ掛け境内に設置された大型干支絵馬
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令 和 4年 4月 21日 神 道 の 友 (4)新緑 号
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穐̈

境
内
の
桜
の
曹
も
徐
々
に
開
き

始
め
、
暖
か
い
日
差
し
の
中
、

弥
生
の
月
次
祭
に
併
せ
て
、
春

分
霊
祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

二
十
名
程
の
御
参
列
を
戴
き
ま

し
た
。
霊
殿
祭
で
は
、
お
花
が

飾
ら
れ
、
海
山
野
の
お
供
物
に

牡
丹
餅
も
供
え
ら
れ
ま
し
た
。

菊
池
管
長
の
祭
詞
奏
上
で
は
、

三
月
に
祥
月
命
日
と
な
ら
れ
る

御
霊
様
の
お
名
前
を

一
柱
ず
つ

読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
更
に

第
二
代
管
長
稲
葉
正
善
大
人
命

の
百
二
十
年
祭
を
始
め
、
草
野

ふ
さ
の
刀
自
命
の
三
十
年
祭
、

野
原
わ
か
を
刀
自
命
の
五
十
年

祭
、
篠
崎
マ
ス
姫
命
の
九
十
年

祭
を
併
せ
て
執
り
行
い
、
御
霊

殿
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
全
て

の
御
霊
様
を
御
奉
斎
致
し
ま
し

た
。
祭
詞
奏
上
の
後
、
管
長
よ

り
和
歌
が
朗
詠
さ
れ
、
続
い
て

橋
村
美
樹
師
が
慰
霊
の
舞
を
奉

奏
し
、
婦
人
会
有
志
に
よ
る
神

教
歌
が
参
列
者
と
共
に
斉
唱
さ

れ
、
玉
串
を
捧
げ
て
御
霊
様
を

お
慰
め
致
し
ま
し
た
。

拗

橋村美樹師の慰霊の舞奉奏  婦人会有志による神教歌斉唱管長の祭祀奏上
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季
節
の
変
わ
り
日
、
二
月
の
立

春
前
日
の
二
月
三
日
に
恒
例
の

節
分
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。

神
前
に
て
祝
詞
を
奏
上
し
、
邪

気
を
祓
う
と
伝
え
ら
れ
る
豆
撒

き
を
行
い
、
疫
病
等
の
災
厄
を

祓
い
、
国
家
の
安
泰
、
国
民
の

繁
栄
と
安
寧
を
祈
願
し
ま
し
た
。

節
分
は
一
年
に
四
回
あ
り
、
各

季
節
の
始
ま
り
の
日

（立
春
・

立
夏
・
立
秋
・
立
冬
）
の
前
日

を
表
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
以
降
は
、
特
に
立
春

の
前
日
を
指
す
認
識
が
強
く
な

っ
て
来
た
様
で
す
。
冬
か
ら
春

に
転
じ
る
時
期
は
変
化
が
大
き

く
、
疫
鬼
が
民
に
病
や
災
禍
を

も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
疫
鬼
を
祓
い
、
古
い
年

を
送
り
、
新
た
な
春
の
陽
気
を

も
た
ら
す
立
春
を

一
年
の
始
ま

り
と
捉
え
、
そ
の
前
日
を
特
に

大
事
な
日
と
し
た
と
い
う
説
が

あ
り
ま
す
。

さ
て
、

『続
日
本
紀
』
に
よ
る

と
慶
雲
三
年

「
こ
の
年
、
天
下

諸
国
に
疫
病
あ
り
。
多
く
の
民

が
死
に
、
は
じ
め
て
土
牛
を
造

り
大
灘
⌒た
い
な
）
す
」
と
の
記

述
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に
お
け

る
節
分
祭
の
起
源
を
思
わ
せ
る

こ
の
大
灘
（た
い
な
）
《
追
灘
（

つ
い
な
）
》
が
千
三
百
年
以
上

前
の
飛
鳥
時
代
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

然
し
、
こ
の
頃
は
現
在
の
豆
撒

き
は
無
か

っ
た
様
で
す
。

現
在
各
地
で
行
わ
れ
る
豆
撒
き

（地
域
に
よ
っ
て
落
花
生
）
の

始
ま
り
は
不
明
で
す
が
、
室
町

時
代
の
文
献

『塩
嚢
抄
（あ
い

の
う
し
ょ
う
）
』
に
は
、
宇
多

天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
鞍
馬
山

中
に
て
僧
侶
が
炒
っ
た
大
豆
で

鬼
の
目
を
打
ち
つ
ぶ
し
災
難
を

逃
れ
た
。

と
の

一
文
が
あ
る
事
か
ら
、
こ

の
頃
に
は
豆
を
撒
く

（豆
を
打

つ
）
事
が
定
着
し
て
い
た
様
で

す
。

宮
中
行
事
と
し
て
は
鎌
倉
時
代

以
降
衰
退
し
て
い
き
ま
す
が
、

追
灘
は
節
分
行
事
全
体
の
言
葉

と
し
て

一
般
に
用
い
ら
れ
る
様

に
な
り
ま
し
た
。

「鬼
は
外
、
福
は
内
」
。
以
前

は
、
大
人
や
子
供
達
の
元
気
な

）

掛
け
声
が
近
所
か
ら
聞
こ
え
て

来
ま
し
た
が
、
今
で
は
そ
の
声

も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

長
い
歴
史
の
中
で
形
を
変
え
、

各
土
地
の
風
習
に
則
し
た
節
分

行
事
が
、
失
わ
れ
る
事
の
無
い

様
に
、
大
事
に
守

っ
て
戴
き
た

い
も
の
で
す
。

祝詞を奏上する大熊斎主御本殿前にて豆まき
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暖
か
く
穏
や
か
な
陽
気
に
恵
ま

れ
、
境
内
の
早
桜
が
少
し
ず
つ

開
花
す
る
中
、
四
本
木
稲
荷
神

社
に
お
い
て
菊
池
管
長
斎
主
、

大
熊
局
員
祭
員
に
よ
り
初
午
祭

が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

「よ
も
と
ぎ
稲
荷
を
守
る
会
」

の
皆
様
の
御
協
力
の
も
と
に
準

備
が
進
め
ら
れ
、
神
僕
に
は
境

内
の
一
角
で
栽
培
さ
れ
た
朝
採

り
の
野
菜
が
地
域
の
方
か
ら
供

え
ら
れ
、
瑞
々
し
く
鮮
や
か
な

一
僕
に
な
り
ま
し
た
。

定
刻
十
一
時
に
打
ち
鳴
ら
す
太

鼓
の
音
が
響
く
中
、
斎
主

・
祭

員
が
参
進
し
、
所
定
の
位
置
に

着
い
た
後
、
開
式
の
挨
拶
が
有献供の御儀

り
、
祭
典
が
厳
か
に
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。

祭
典
終
了
後
管
長
先
生
よ
り
御

参
拝
の
御
礼
と

『
引
き
寄
せ
』

に
つ
い
て
お
話
さ
れ
ま
し
た
。

「引
き
寄
せ
は
、
頭
と
心
と
言

葉
に
依
っ
て
引
き
寄
せ
ら
れ
ま

す
。
良
い
事
を
考
え
、
良
い
事

を
思
い
、
良
い
言
葉
を
発
す
れ

ば
良
い
事
が
引
き
寄
せ
ら
れ
ま

す
。
反
対
に
、
悪
い
事
を
考
え
、

悪
い
事
を
思
い
、
悪
い
言
葉
を

発
す
れ
ば
悪
い
事
が
引
き
寄
せ

ら
れ
ま
す
。

〈
考
え

ｏ
思
い
・

言
葉
〉
の
三
つ
の
要
素
に
よ
っ

て
、
良
い
事
、
悪
い
事
が
強
く

引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
で
す
。

管長の祝詞奏上

自
分
に
と
っ
て
何
か
悪
い
事
が

続
い
て
い
る
と
思
う
時
は
、
せ

め
て
言
葉
だ
け
で
も
明
る
く
元

気
に
前
向
き
な
言
葉
を
口
に
す

る
と
、
運
気
が
少
し
良
い
方
向

へ
と
変
わ
っ
て
来
ま
す
。

す
る
と
、
次
第
に
考
え
や
思
い

が
、
少
し
ず
つ
良
い
方
向
へ
と

変
わ
っ
て
来
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
要
素
が
少
し
で
も

良
い
方
向
へ
と
変
化
す
れ
ば
、

良
い
運
気
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て

来
ま
す
。
」
と
話
さ
れ
ま
し
た

祭
員
が
退
下
し
た
後
、
大
神
様

の
撤
下
を
頒
か
ち
合
い
、
よ
も

と
ぎ
稲
荷
を
守
る
会
か
ら
の
お

土
産
が
渡
さ
れ
、
こ
の
日
の
祭

典
が
無
事
に
和
や
か
に
終
了
し

ま
し
た
。

管長の祝詞奏上

参列者玉串奉尖 斎主と共に一拝 管長の挨拶

職
員
を
募
集
し
ま
す

巫
女

（
一
名
）

奉
仕
内
容
は
、
事
務
全
般
と
祭

典
作
法
・
神
楽
等
で
す
。

教
師
が
推
薦
す
る
方
。

経
験
が
無
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

詳
細
は
本
局
へ
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

一
（

一
（

境内に咲いた早桜

口
Ｆ
，
日

＝
＝
Ｈ
ｄ

行位

ミ
峯
亀羅
壌

骰

鶴
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桜
の
苦
が
膨
ら
み
、
開
花
も
間

近
と
な

っ
た
三
月
十
七
日
、
長

元
総
監

・
大
熊
部
長
と
共
に
東

京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
氷
川

九

一
八
番
地
に
鎮
座
す
る

「神

道
大
教
天
聖
神
社
」
へ
訪
問
致

し
ま
し
た
。

本
局
と
同
じ
東
京
都
と
は
言
え
、

高
速
道
路
を
使
用
し
、
片
道
二

時
間
以
上
か
か
り
、
到
着
致
し

ま
し
た
。

当
日
は
齊
藤
貴
宮
司
が
入
院
治

療
中
な
事
も
あ
り
磯
崎

・
坂
本

両
責
任
役
員
、
渡
部
総
代
が
お

迎
え
下
さ
い
ま
し
た
。
駐
車
場

か
ら
参
道
を
進
む
と
、
立
派
な

石
の
鳥
居
と
大
き
な
天
狗
様
が

我
々
を
迎
え
て
く
れ
ま
し
た
。

御
祭
神
は
大
教
院
御
祭
神
と
天

聖
大
神
。

昭
和
三
十
二
年
八
月
十
三
日
に

三
上
半
之
助
氏
が
代
表
役
員
と

な
り
、
神
道
大
教
所
属
の
大
教

会
と
し
て
宗
教
法
人
格
を
取
得

し
、
本
年
は
創
立
六
十
五
年
の

記
念
の
年
と
な
り
ま
す
。

第
二
代
は
中
里
タ
ノ
氏
。
以
降

第
二
代
磯
崎
徳
次
郎
氏
、
三
上

登
志
子
氏
、
鈴
木
令
江
氏
、
渡

部
清
氏
が
代
表
を
務
め
現
齋
藤

賞
氏
は
平
成
二
十

一
年
九
月
十

一
日
に
第
七
代
宮
司
に
就
任
さ

れ
て
い
ま
す
。

天聖神社の参道

立派な石の鳥居

歴
代
宮
司
は
御
神
意
を
参
拝
者

に
説
き
、
良
き
方
向
へ
と
導
く

事
で
多
く
の
参
拝
者
を
集
め
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
本
殿
内
で
参

拝
さ
せ
て
戴
く
と
ピ
ン
と
張
り

つ
め
た
空
気
の
中
、
霊
験
あ
ら

た
か
な
御
神
徳
が
ひ
し
ひ
し
と

伝
わ
っ
て
参
り
ま
し
た
。
社
殿

も
広
々
と
し
て
立
派
で
、
境
内

も
良
く
整
備
さ
れ
て
い
ま
し
た

し
か
し
乍
ら
他
の
教
場
と
も
同

じ
で
、
深
刻
な
問
題
と
し
て
後

継
者
選
び
や
運
営
等
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
齋
藤
宮
司
の
敬
神
と

信
者
の
皆
様
の
篤
い
信
仰
心
に

よ
り
、
様
々
な
問
題
を
解
決
し

天
聖
神
社
が
益
々
隆
盛
な
さ
い

ま
す
様
、
期
待
申
し
上
げ
ま
す

社殿前に†つ石浩 りの大キか天狗様 対 神前に千PIら れている天狗様 1対1

天聖神社の役員と

御 社 殿

ま
ｌ
鰊
呻
・
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え
を
表
子
入
門

運
気
と
は

日
本
人
は
昔
か
ら
、
自
然
の
働

き
や
癒
し
の
雰
囲
気
の
よ
う
な

も
の
を

「気
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。

「気
」
は
目
に
は
見
え
ま

せ
ん
が
、
地
球
全
体
を
覆
い
、

自
然
に
宿
り
、
人
間
生
活
の
中

で
大
い
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
生
き
て
い
る
根
本

の
働
き
、
命
の
鼓
動
を
感
じ
さ

せ
る
根
元
こ
そ
が

「気
」
と
言

え
る
で
し
よ
う
。

宇
宙
に
満
ち
て
い
る

「気
」
は
、

一
定
の
リ
ズ
ム
で
循
環
し
て
い

ま
す
。
こ
の
宇
宙
の
法
則
に
し

た
が
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と

し
て
現
れ
る
人
の
運
勢
を

「運

気
」
と
言
い
ま
す
。

「気
」
の
存
在
や
感
覚
を
大
切
一

に
し
て
生
活
す
る
と
、
心
身
が

一

鋭
敏
に
な
り
、
人
に
よ
っ
て
は
一

色
々
の
事
柄
が
自
分
に
合
っ
て
一

い
る
か
ど
う
か
の
判
断
も
的
確

一

に
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。　
一

「気
」
の
波
動
を
知
り
、
そ
の
一

流
れ
を
読
む
事
が
、
運
気
の
上

一

昇
に
つ
な
が
る
の
で
す
。　
　
　
一

陰
と
陽
の
発
生

一

陰
陽
は
、
古
代
中
国
に
生
ま
れ

た
思
想
で
、
す
べ
て
の
事
象
は

陰
と
陽
か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
が

補
い
合
い
、
調
和
し
合

っ
て
万

物
を
生
成
し
、
発
展
し
て
行
く

と
言
う
も
の
で
す
。
奇
数
を
陽

と
し
、
偶
数
を
陰
と
し
た
事
が

始
ま
り
で
、
陰
陽
の
調
和
、
不

調
和
で
あ
る
吉
凶
の
始
ま
り
で

も
有
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
地

球
か
ら
見
る
と
太
陽
は
陽
性
で

昼
、
月
は
陰
性
で
夜
で
あ
り
、

陰
陽
の
調
和
に
と
っ
て
自
然
の

活
動
が
止
む
事
な
く
、
恵
み
を

与
え
て
く
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、

男
と
女
、
表
と
裏
、
夏
と
冬
、

朝
と
夜
、
明
と
暗
、
静
と
動
、

強
と
弱
、
積
極
と
消
極
な
ど
の

よ
う
に
す
べ
て
は
相
反
す
る
事

で
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
プ
ラ
ス

と
マ
イ
ナ
ス
が
均
衝
す
る
事
で

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
陰
陽
は

占
い
の
原
理
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
ど
こ
に
で
も
存
在
し
ま
す
。

陰
陽
が
人
々
の
生
活
に
影
響
し
、

い
か
に
大
切
か
と
言
う
事
が
分

か
る
で
し
よ
う
。

み
コ
一
上

星

基
本
的
性
格

「母
な
る
大
地
」
の
よ
う
に
、

親
切
温
和
で
思
慮
深
い
努
力
型

で
す
。
人
か
ら
見
ら
れ
て
い
な

く
て
も
、
よ
く
働
き
、
そ
の
真

面
目
さ
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
堅
実
で
派
手
な
と
こ
ろ

が
な
く
、
縁
の
下
の
力
持
ち
の

タ
イ
プ
。
面
倒
見
が
よ
く
、
困

っ
て
い
る
人
が
い
る
と
見
過
ご

せ
ず
、
人
か
ら
頼
ま
れ
る
と
断

れ
な
い
の
も
二
黒
土
星
の
人
の

特
徴
で
す
。
反
面
、
気
が
小
さ

く
決
断
力
に
乏
し
い
た
め
、
企

業
の
ト
ッ
プ
や
組
織
の
リ
ー
ダ

ー
に
は
向
き
ま
せ
ん
。
ナ
ン
バ

１
２
の
立
場
に
な
れ
ば
、
長
所

の
粘
り
強
さ
と
細
や
か
な
心
配

り
を
発
揮
し
て
、
最
高
の
補
佐

役
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
。
人
の

意
見
に
左
右
さ
れ
ず
、
雰
囲
気

に
流
さ
れ
る
事
も
有
り
ま
せ
ん

が
、
お
世
辞
を
言
う
の
が
苦
手

で
、
社
交
上
手
と
は
い
え
な
い

性
格
で
も
あ
り
ま
す
。

仕
事
の
特
徴

真
面
目
で
堅
実
、
コ
ツ
コ
ツ
と

陰
日
向
な
く
働
く
タ
イ
プ
で
、

上
司
や
目
上
に
引
き
立
て
ら
れ

思
わ
ぬ
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
事
も

多
い
で
し
ょ
う
。
若
い
う
ち
に

技
術
や
資
格
を
取
得
し
て
、
専

）

門
的
な
職
業
に
就
く
と
、
中
年

期
に
な
っ
て
そ
れ
ま
で
の
地
道

な
努
力
が
実
を
結
び
、
晩
年
ま

で
充
実
し
た
生
活
が
送
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
気
ま
ま
な
傾
向
も
有

り
ま
す
か
ら
、
普
段
の
精
進
が

大
事
。
な
る
べ
く
早
い
時
期
に

将
来
の
方
向
性
を
決
め
た
方
が

賢
明
で
す
。
庶
民
的
な
職
業
や

職
場
に
向
い
て
い
て
、
新
し
く

開
発
す
る
仕
事
、
事
務
系
や
工

業
技
術
系
に
は
向
き
ま
せ
ん
。

二
黒
土
星
の
人
の
適
職
は
、
主

婦
、
保
育
士
、
看
護
師
、
秘
書
、

料
理
研
究
家
、
食
料
品
店
、
衣

料
品
店
、
ケ
ー
キ
屋
、
ア
ン
テ

イ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
経
営
、
陶
芸

家
、
シ
ル
バ
ー
産
業
、
不
動
産

業
、
土
木
建
築
業
、
米
屋
、
農

業
、
医
者
で
あ
れ
ば
産
科
医
・

胃
腸
科
医
な
ど
で
す
。　
　
　
　
一

恋

愛

の
特

徴

　

　

　

一

内
気
で
恥
ず
か
し
が
り
屋
の
た

一

め
、
恋
愛
に
は
少
々
不
器
用
。　
一

積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
苦
手

一

で
、
派
手
さ
が
見
え
な
い
分
、　
一

内
に
は
か
な
り
激
し
い
情
熱
を

一

抱
え
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
一

そ
れ
だ
け
に
、　
一
度
失
敗
す
る

一

と
恋
愛
恐
怖
症
に
な
る
事
も
。　
一

時
間
を
か
け
、
誠
実
な
人
柄
を

一
理
解
し
て
も
ら
う
事
で
、
恋
愛

が
成
就
し
ま
す
。
ま
た
、
い
ざ

と
な
る
と
相
手
の
細
か
い
欠
点

が
目
に
つ
い
た
り
、
取
り
越
し

苦
労
を
し
た
り
し
て
、
二
黒
土

星
の
人
の
恋
愛
は
意
外
に
現
実

的
で
す
。
最
初
は
遊
び
の
つ
も

り
で
も
、
優
し
さ
が
先
行
す
る

傾
向
が
あ
る
の
で
、
最
後
に
は

真
面
目
な
恋
愛
か
ら
そ
の
ま
ま

ゴ
ー
ル
イ
ン
と
い
う
優
等
生
パ

タ
ー
ン
が
多
い
で
し
ょ
う
。
女

性
な
ら
愛
情
細
や
か
で
、
夫
や

子
ど
も
に
尽
く
す
良
妻
賢
母
に

派
手
な
大
恋
愛
と
は
無
縁
で
す

が
、
堅
実
な
幸
福
を
つ
か
み
ま

す
。
若
い
頃
か
ら
年
配
者
に
好

か
れ
、
親
戚
づ
き
あ
い
も
上
手

に
で
き
る
タ
イ
プ
で
す
。

著
者
　
歴
作
家

大
教
正
　
　
井
上
象
英
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「不
易
流
行

（ふ
え
き
り
ゅ
う

こ
う
）
」
と
言
う
言
葉
が
有
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
松
尾
芭
蕉
の

俳
諧
用
語
で
す
。

「不
易
」
は
変
わ
ら
な
い
事
、

詩
の
基
本
で
永
遠
性
を
意
味
し

て
い
ま
す
。

「流
行
」
は
、
そ

の
時
の
新
風
で
変
化
し
て
い
く

事
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

「不
易
」
も

「流
行
」
も
詩
の

心
の
誠
か
ら
出
て
来
る
も
の
で
、

根
本
的
に
は
同

一
で
あ
る
と
考

え
る
の
が
、
俳
諧
の
根
幹
で
有

る
と
し
て
い
ま
す
。

意
味
と
し
て
は
、
昔
の
事
を
そ

の
ま
ま
伝
え
て
い
た
の
で
は
滅

び
て
し
ま
う
。
「流
行
」
の
新
風

を
取
り
入
れ
て
自
分
を
変
え
て

行
か
な
い
と
進
化
し
て
行
か
な

い
と
言
う
事
で
す
。

「不
易
」
を
考
え
な
い
で
、
「流

行
」
の
変
化
だ
け
を
重
要
視
し

て
も
又
、
滅
び
て
し
ま
う
。

「不
易
」
の
変
わ
ら
な
い
事
も

大
事
、
更
に

「流
行
」
の
変
化

を
取
り
入
れ
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
も
大
事
。

変
わ
ら
な
い
事
と
変
わ
る
事
の

矛
盾
を
同
時
に
や
る
の
が
進
化

で
有
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

日
本
は
敗
戦
後
、
教
育
に
於
い

て

「日
本
は
先
の
戦
争
で
悪
い

事
を
し
、
良
い
文
化
も
無
く
、

伝
統
・
教
育
・
宗
教
も
良
く
な

い
。
」

と
自
虐
的
な
精
神
を
植
え
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

）

議
一職

， や一擁疇
獅， 襲罐

そ
の
結
果
、
日
本
人
の
中
に
は

自
分
の
国
を
良
く
思
わ
な
い
。

日
本
の
事
を
良
く
知
ら
な
い
。

と
言
う
人
が
多
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

国
際
人
は
、
自
分
の
国
を
愛
し

て
い
る
、
自
分
の
宗
教
を
し
っ

か
り
持
っ
て
い
る
、
と
言
う
の

が
当
た
り
前
で
、
自
国
を
誇
れ

な
い
人
は
、
外
国
で
は
相
手
に

さ
れ
ず
、
評
価
さ
れ
な
く
成
っ

て
来
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
Ｂ
Ｂ
Ｃ
ワ
ー
ル
ド

サ
ー
ビ
ス
が
平
成
二
十
八
年
十

二
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月

ま
で
、
世
界
十
九
ヶ
国
か
ら

一

万
人
千
人
に
対
し
て
行
っ
た
調

査

（日
本
人
及
び
日
本
の
国
は

入
っ
て
お
ら
ず
、
日
本
人
の
自

己
評
価
が
排
除
さ
れ
た
内
容
）

で
、
世
界
に
ポ
ジ
テ
イ
ブ
な
影

響
を
与
え
る
国

（い
い
国
）
ラ

ン
キ
ン
グ
で
、
日
本
は
三
位
に

入
っ
て
い
ま
す
。　
一
位
が
カ
ナ

ダ
、
二
位
が
ド
イ
ツ
、
四
位
が

フ
ラ
ン
ス
、
五
位
が
イ
ギ
リ
ス

で
す
。

平
成
十
八
年
か
ら
平
成
二
十
年

ま
で
の
三
年
間
は
日
本
が
一
位

で
し
た
。

日
本
の
ど
の
点
が
イ
メ
ー
ジ
的

に
好
き
で
す
か
？
の
調
査
に
対

し
て
一
番
が
自
然
の
美
し
さ
で

し
た
。
そ
の
他
で
は
、
経
済
力

や
技
術
力
が
高
い
、
決
ま
り
を

守
る
、
豊
か
な
伝
統
と
文
化
を

持
っ
て
い
る
等
の
評
価
で
す
。

五
十

一
パ
ー
セ
ン
ト
が
日
本
の

伝
統
文
化
を
好
ん
で
お
り
四
十

九
パ
ー
セ
ン
ト
が
日
本
の
ト
ッ

プ
カ
ル
チ
ャ
ー

（現
代
文
化
）

と
し
て
の
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ

音
楽
、
フ
ア
ツ
シ
ョ
ン
等
を
好

ん
で
い
ま
す
。

日
本
人
よ
り
も
外
国
人
の
方
が

日
本
を
良
く
評
価
し
て
く
れ
て

い
る
の
で
す
。

「不
易
」

「流
行
」
を
当
て
は

め
て
見
ま
す
と
、
戦
後
の
日
本

の
発
展
は
、

「流
行
」
を
指
す

変
化
の
時
代
で
有
り
ま
し
た
。

外
国
の
文
明
を
取
り
入
れ
て
競

い
合
い
、
自
国
を
顧
み
無
い
無

我
夢
中
の
時
代
で
す
。

し
か
し
、
日
本
国
土
に
培
わ
れ

て
い
る
、
日
本
人
の
精
神
と
も

）

言
う
べ
き
、
変
わ
ら
な
い

「
不

易
」
の
心
は
、
惟
神

（か
ん
な

が
ら
）
の
、
神
を
尊
ぶ
心
と
し

て
、
日
本
人
の
心
根
に
、
連
綿

と
し
て
深
く
生
き
、
つ
な
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

戦
後
か
ら
続
い
て
い
る
、
変
化

の

「流
行
」
の
時
代
は
、
充
分

に
長
い
時
間
を
経
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
の
日
本
人
は

「
不
易
」

の
心
を
大
切
に
し
他
国
か
ら
は

評
価
さ
れ
て
い
る

「良
い
国
」

を
自
覚
し
た
上
で
、
国
民
全
て

が
更
に
誇
り
を
高
め
て
行
く
時

代
と
成

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

一
〓
〓
〓
…

菊
池
管
長
の
講
話
集

『
人
生
が
変
わ
る

幸
せ
を
呼
ぶ
言
葉
』

発
行
所
　
文
芸
社
株
式
会
社

定
価

一
四
〇
〇
円

（税
別
）

毒
濾
十
共
↓
Ｉ
■
　
葛
壽

■
・一
〓■
■
”
●
一
●
■
一
ず
ヽ
ヽ
一
〓
■
Ｉ

本
局
に
お
申
込
み
く
下
さ
い
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令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日
か

ら
二
十
二
日
に
か
け
て
次
世
代

委
員
会
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
二
十
一
日
、
師
走
の
月

次
祭
斎
行
の
後
、
菊
池
管
長
、

長
元
委
員
長
を
合
む
七
名
で
、

神
道
大
教
第
五
代
神
崎

一
作
管

長
、
第
七
代
森
田
作
次
管
長
と

縁
の
深
い
神
奈
川
県
大
山
へ
向

け
て
出
発
し
ま
し
た
。

伊
勢
原
市
に
到
着
し
、
宿
泊
先

に
チ
ェ
ツ
ク
イ
ン
後
、
市
内
に

お
い
て
次
世
代
委
員
会
の
会
議

が
開
催
さ
れ
神
道
大
教
の
未
来

に
つ
い
て
、
三
年
後
に
迎
え
る

創
立
百
五
十
年
記
念
大
祭
に
つ

い
て
等
議
論
を
交
わ
し
、
そ
の

後
、
懇
親
会
が
催
さ
れ
親
交
を

深
め
ま
し
た
。
二
十
二
日
、
大

山
参
詣
の
研
修
会
で
は
、
始
め

に
大
教
所
縁
の
権
田
直
助
大
人

と
奥
様
の
菊
子
刀
自
の
奥
津
城

を
参
拝
し
、
御
霊
様
の
安
寧
と

神
道
大
教
の
発
展
を
祈
り
ま
し

た
。
現
在
は
権
田
翁
の
功
績
を

後
世
に
伝
え
る
べ
く
、

「権
田

公
園
」
と
し
て
地
域
の
方
々
に

よ
り
維
持
管
理
さ
れ
て
い
ま
す

そ
の
後
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
に
乗
り

歩
み
を
進
め
大
山
阿
夫
利
神
社

下
社
を
参
拝
し
ま
し
た
。

権
田
直
助
翁
の
像
の
前
、
山
頂

へ
の
登
拝
口
で
写
真
撮
影
を
し

ま
し
た
。

大
山
山
頂
に
鎮
ま
り
ま
す
、
大

山
阿
夫
利
神
社
上
社
を
目
指
す

に
は
、
こ
れ
か
ら
相
応
の
時
間

を
要
し
、
帰
り
の
時
間
を
考
慮

し
て
、
半
分
ほ
ど
登
っ
た
所
で

引
き
返
す
事
に
な
り
ま
し
た
。

無
事
に
参
拝
を
終
え
、
麓
の
宿

坊
東
学
坊
に
立
ち
寄
り
ま
し
た

東
学
坊
は
、
四
百
年
続
く
大
山

の
宿
坊
で
あ
り
、
温
か
い
お
風

呂
と
伝
統
の
御
坊
料
理
が
大
山大山阿夫利神社の石段

登
拝
で
疲
れ
た
身
体
を
癒
や
し

て
く
れ
ま
し
た
。

東
学
坊
の
入
り
日
付
近
に
奉
納

さ
れ
た
石
垣
の
御
芳
名
の
中
に

神
道
大
教
の
御
霊
殿
に
奉
斎
さ

れ
て
い
る
御
霊
様
の
御
芳
名
が

あ
り
ま
し
た
。
神
道
大
教
と
大

山
と
の
御
縁
の
深
さ
に
改
め
て

感
じ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

今
回
、
山
頂
の
上
社
を
参
拝
す

る
事
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

神
道
大
教
と
大
山
の
関
わ
り
の

深
さ
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
て
戴

く
、
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

早
く
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
、
全

国
の
多
く
の
次
世
代
委
員
が
気

兼
ね
な
く
集
ま
り
、
賑
や
か
に

当
会
が
開
催
出
来
る
よ
う
に
な

る
事
を
願
い
、
今
後
益
々
活
動

を
広
げ
た
く
思
い
ま
す
。

（菊
地
康
倫
　
記
）大山阿夫利神社御社殿

権田直助翁像の前 登昼塗生で記念呈真 懇親会での 1コ マ

宿坊東学坊前にて権田直助大人の奥津城の石段  権田直助大人と奥様菊子刀自の奥津城にて
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高
松
宮
の
創
始
は
、
後
陽
成

（

ご
よ
う
ぜ
い
）
天
皇

（第
百
七

代
）
の
第
七
皇
子
好
仁

（よ
し

ひ
と
）
親
王
で
、　
一
時
御
継
嗣

を
絶
ち
ま
す
が
、
御
西

（ご
さ

い
）
天
皇

（第
百
十
一
代
）
の

第
二
皇
子
幸
仁

（ゆ
き
ひ
と
）

親
王
が
、
寛
文
七
年

（
一
六
六

七
）
に
御
継
承
さ
れ
、
同
十
二

年
有
栖
川
宮
と
改
称
さ
れ
ま
し

た
。
以
来
威
仁

（た
け
ひ
と
）

親
王
ま
で
十
代
、
三
百
年
続
き

ま
し
た
。
本
教
の
初
代
総
裁
に

八
代
有
栖
川
宮
職
仁

（た
か
ひ

・と
）
親
王
が
御
就
任
な
さ
れ
、

本
教
と
有
栖
川
宮
家

・
高
松
宮

家
と
は
深
い
関
係
が
御
座
い
ま

す
。
威
仁
親
王
に
御
継
嗣
が
い

ら
つ
し
や
ら
な
か
っ
た
為
、
大

正
天
皇
の
第
三
皇
子
宣
仁

（の

ぶ
ひ
と
）
親
王
が
大
正
三
年
再

び
高
松
宮
を
称
し
ま
し
た
。

高
松
宮
宣
仁
親
王
殿
下
は
、
昭

和
六
十
二
年
二
月
三
日
、
八
十

二
歳
で
莞
去
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
後
は
喜
久
子
妃
殿
下
が
宮

家
当
主
と
な
ら
れ
て
、
平
成
十

六
年

（
二
〇
〇
四
）
喜
久
子
妃
一

殿
下
の
亮
去
に
伴
い
、
高
松
宮

一

は
断
絶
致
し
ま
し
た
。　
　
　
　
一

喜
久
子
妃
殿
下
の
父
上
は
徳
川
一

慶
久

（よ
し
ひ
さ
）
公
爵
、
母
一

上
は
有
栖
川
宮
家
女
王
の
責
枝

一

子
様
で
、
明
治
四
十
四
年

（
三

九

一
一
）
に
次
女
と
し
て
お
生

一

ま
れ
に
成
ら
れ
ま
し
た
。　
　
　
一

御
祖
父
は
第
十
五
代
将
軍
徳
川
一

慶
喜

（よ
し
の
ぶ
）
公
で
、
昭
一

和
五
年

（
一
九
三
〇
）
に
高
松

一

宮
宣
仁
親
王
殿
下
と
御
結
婚
さ

一

れ
ま
し
た
。
昭
和
八
年
に
母
君
二

有
栖
川
宮
貧
枝
子
女
王
が
癌
で
二

四
十
二
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
一

ら
れ
た
時
の
、
辛
く
悲
し
い
お
一

気
持
ち
か
ら
、
こ
の
恐
ろ
し
い
一

病
気
に
並
々
な
ら
ぬ
御
関
心
を
一

持
た
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、　
一

人
類
最
大
の
問
題
で
有
る
、
癌
一

と
言
う
病
気
撲
滅
の
為
に
そ
の
一

研
究
の
助
成
を
続
け
ら
れ
ま
し
一

た
。
妃
殿
下
の
癌
研
究
に
対
す
一

る
御
支
援
は
、
国
内
の
み
な
ら
一

ず
、
海
外
に
も
広
く
知
ら
れ
て
一

癌
撲
滅
を
目
指
し
て

「高
松
宮
一

妃
癌
研
究
基
金
」
を
創
設
さ
れ
一

名
誉
総
裁
と
し
て
、
諸
外
国
の
一

学
者
を
毎
年
招
聘

（し
ょ
う
へ
一

・

　

　

一

一

）

一
い
）
し
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催
さ
れ
て
、
優
れ
た
研
究

者
の
育
成
、
援
助
に
努
め
ら
れ

ま
し
た
。

本
教
で
も
こ
の
基
金
に
毎
年
協

力
し
、
平
成
二
十
九
年
に
は
感

謝
状
を
賜
り
ま
し
た
。

又
、
妃
殿
下
は
、
日
仏
両
国
の

文
化
交
流
、
更
に
は
、
福
祉
、

文
化
、
国
際
親
善
等
様
々
な
分

野
に
お
か
れ
ま
し
て
も
お
力
を

尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

喜久子妃殿下の御遺影   高松宮家御墓所 (宮内庁公式写真)

【前
半

・
後
半
過
程
】

受
講
料
　
四
万
三
千
円

宿
泊
費
　
一
万
四
千
円

〇
参
加
条
件

現
職
教
師
及
び
本
教
教
師

ｏ
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
。

〇
申
込
方
法

○
会
　
場
　
神
道
大
教
本
局
　

　

壼
臨
嬬
燿
）
わ
し
は
一
は
副
計

○
期
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
送

【
全

日
過
程
】
　

　

　

　

　

　

　

付

し
て
下
さ

い
。

八
月

二
十

二
日

官
じ
よ
り

　

　

初
任
者

の
方
は
、
履
歴
書

・
住

～

二
十
八
日

（日
）
ま
で
　

　

民
票

・
証
明
写
真

（
５
ｍ

×

【
前
半
過
程
】
現
任
者

の
み

　

　

５
し

を
必
ず
添
付

レ
く

下
さ

―

，
Ｃ

八
月
二
十

二
日

（月
）
よ
り

　

　

つ

¨

～
二
十
五
日

（木
）
ま
で

【
後
半
過
程
】
現
任
者

の
み

　

　

【
注
】
笏
及
び
衣
装
類
に
つ
き

八
月
二
十
五
日

⌒木
）
よ
り
　
　

ま
し
て
は
、
本
局
で
の
準
備
ま

‘
二
十
八
日

⌒日
）
ま
で
　

　

た
注
文
は
お
受
け
致
し
ま
せ
ん

【
。

肇
蜘
絲

耀
】

七
万
三
千
円

　

　

．
¨
¨
軸
時
轟

．
『
嘲
端
詢
杜

．

宿
泊
費
　
二
万
八
千
円

※
　
尚
、
研
修
内
容
を
変
更
す
る
事
も
御
座
い
ま
す
。

か 通
か い

の
方
は
。
昼
食
代
が
別
途

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
。



(11)新 緑 号 神 道 の 友 令 和 4年 4月 21日

一
一　

ヨ

一
一
　

．プ

日 日

二
十
一日

二
十
七
日

一　
　
　
日

〓
一　

　

ヨ

〓
一
　

　

Ｅ

管
長
の
動
向

（
対
外
行
事

・
事
務
局
）

歳
旦
祭
斎
行
。
初
詣
対
策
実
施
（三
日

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会
⌒リ
モ
ー
ト

楔
教
　
坂
圏
教
主
弔
問
（管
長
・
大
熊

り二J

十 一

糸念 菩卜壬≧モ姜

監 長 議 で

メこ

貪姜
菩
「
ぜ塾

奉ξ

イ士

ンロ

三 二 十 十 十 一 二

十 十     十

一  五 三 一
 

一
日 日 日 日 日 日 日

中 国 教 月 興
旬 本 派 首 衣
祭 本 神 祭 祭

ノロ

十  十 十 十 十 一 二 十 十
L

九  七 五 三 一
 二 五 三

日  日 日 日 日 日 日 日 日

月 月 中

首 次 旬

祭 祭 祭

斎

行

ラ六こ

貪姜
音r
」受

奉き

イ士

―■ ―ト ー十

ノヽヨ五 三二

日 日 日

高 節 月 東 初 天 中 圏
松 :分 首 京 月 台 句 本
宮 祭 祭 都 政 座 祭 本

諭痛

7苛
ネ申
ネ土

夕〕

月
次
祭

4菫F

ぜ桑

主
森
川
宏
映
大
僧
正
本
葬
　
天
台
宗
務
庁
⌒中
止
）

祭
斎
行
。
新
年
互
礼
会
（中
止
）

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会
（中
止
）

斎
行

宣
仁
親
王
殿
下
御
命
日
祭
　
豊
島
岡
墓
所

⌒
中
止
）

四
本
木
稲
荷
神
社
月
次
祭

⌒
大
熊
部
長
奉
仕
）

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会
出
席

（
リ
モ
ー
ト
会
議
）

四
本
木
稲
荷
神
社
月
次
祭

・
初
午
祭
斎
行

（
管
長

・

中
旬
祭

管
長
教
場
訪
問

東
京
都

「
神
道
大
教
天
聖
神
社
」

（
管
長

・
総
監

・
大
熊
部
長
）

千
葉
県

「
神
道
大
教
大
和
八
幡
神
社
」

⌒
管
長

・
大
熊
部
長
）

管
長
教
場
訪
問

大
祭
祭
員
集
合

（
大
祭
準
備

・
習
礼
）

春
季
大
祭
斎
行

・
春
分
霊
祭
斎
行

道
連
合
会
理
事
会
議
席

⌒國
學
院
大
學
）

⌒管
長

・
大
熊
部
長
）

稲
荷
神
社
春
季
大
祭
斎
行

（
管
長

・
総
監

・
大
熊
部
長
奉
仕
）

）

教
内
異
動

☆

教

師

昇

級

（
令
和
〓
年
十
二
月
二
十

一
日
付
）

〇
補

・
中
教
正

高
知

・
高
知
中
教
院

（
長
）

吉
良
祝
人

（令
和
四
年
二
月
九
日
付
）

辞

職

者

〇
北
海
道
・
札
幌
八
幡
宮
（属
）

権
訓
導
・
鈴
木
浩
司

（令
和
四
年
二
月
九
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
称
え
、

謹
ん
で
衷
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

〇
令
和
四
年
二
月

一
日
帰
幽

鹿
児
島

・
直
属

権
少
教
正

・
高
田
頼
子
師

ネ申〇

奈 補
月 I・

・ ホ雀

練 直 中

綴 属 講

義

司

【訂
正
と
お
詫
び
】

前
回
の
正
月
号
に
誤
り
が
有
り

ま
し
た
。

訂
正
し
て
お
詫
び
致
し
ま
す
。

誤
　
り

四
ペ
ー
ジ

①
宮
田
　
学

五
ペ
ー
ジ

②
穴
野
綾
子

六
ペ
ー
ジ

③
若
森
高
子

④
金
丸
た
か
子

∫
癬
・
　

一
黙
』

一一一一鮮
　
　
磯
選

①
宮
田
　
楽

②
宍
野
綾
子

③
若
森
秀
子

④
金
丸
タ
カ
子

区ヨ
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大
和

八
幡
神
社
』

三
月
十
九
日
、
千
葉
県
八
千
代

市
勝
田
一
二
五
五
―
二
に
鎮
座

す
る
宗
教
法
人

「神
道
大
教
大

和
八
幡
神
社
」
に
管
長
教
場
訪

間
を
し
ま
し
た
。
境
内
に
は
ス

イ
セ
ン
や
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
な
ど
季

節
の
花
が
咲
き
、
春
ら
し
い
色

を
添
え
て
い
ま
し
た
。
先
代
の

橋
村
徳
昭
先
生
が
平
成
七
年
九

月
千
葉
県
習
志
野
市
に
大
和
八

幡
神
社
を
創
始
し
、
平
成
十
四

年
五
月
に
現
在
地
の
八
千
代
市

に
遷
座
し
ま
し
た
。　

レ

出
張
祭
典

（地
鎮
祭
等
）
を
中

心
に
活
動
を
行
い
、
当
時
は
関

ネ申

撻彗

ノヾ

孝交

御 社 殿

東

一
円
に
月
間
一
五
〇
件
以
上

の
出
張
祭
典
を
御
奉
仕
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
神
道
大
教
に
於
き

ま
し
て
も
、
長
年
の
御
功
績
に

よ
り
、
尾
立
管
長
か
ら
権
大
教

正
の
職
級
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、

本
教
創
立
百
三
十
年
記
念
事
業

で
は
実
行
委
員
と
し
て
御
活
躍

さ
れ
ま
し
た
。
平
成
二
十
二
年

四
月
に
御
帰
幽
さ
れ
ま
し
て
か

ら
は
、
御
息
女
の
橋
村
美
樹
先

生
が
先
代
の
御
意
志
を
受
け
継

ぎ
、
平
成
二
十
四
年
七
月
宗
教

法
人
設
立
と
な
り
、
代
表
役
員

を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
和

八
幡
神
社
の
社
名
の
由
来
は
橋

村
徳
昭
先
生
が
八
幡
神
を
信
仰

し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
古
来

よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
切

な
日
本
の
精
神
で
あ
る

『和
』

に
よ
っ
て
、
世
界
が

一
つ
の
大社 務 所

き
な
輪
と
成
り
真
の
平
和
が
訪

れ
る
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
、

日
本
の
古
称
で
あ
る

「大
和
」

か
ら
大
和
八
幡
神
社
と
名
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

橋
村
美
樹
先
生
は
、
女
性
の
感

覚
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
易

し
く
神
道
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。

活
動
目
的
に
つ
い
て
も
、

「神

道
は
人
々
の
祈
り
に
よ
っ
て
形

作
ら
れ
ま
す
。
そ
の
祈
り
は
時

代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

大
切
な
事
は
大
切
な
ま
ま
で
、

時
代
に
迎
合
す
る
の
で
は
無
く
、

時
代
に
添
っ
た
大
和
八
幡
神
社

ら
し
い
姿
を
模
索
し
な
が
ら
、

布
教
・
教
化
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
」
と
、
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

女
性
神
職
だ
か
ら
こ
そ
、
女
性

の
御
家
族
に
安
心
し
て
受
け
入

れ
て
戴
け
る
等
、
女
性
な
が
ら

l

‡
■.

轟

聾
::

轟

先代の橋村徳昭宮司

の
教
化
活
動

を
熱
心
に
広

め
て
お
ら
れ

ま
す
。
又
、

神
道
大
教
院

の
総
代
を
務

め
て
戴
い
て

お
り
、
毎
月

の
月
次
祭
で

の
祭
員
や
大

祭
で
の
舞
の

奉
納
を
務
め

ら
れ
て
い
ま

す
。
神
道
大

教
で
は
、
欠

か
せ
な
い
貴

重
な
女
性
教

師
と
し
て
御
活
躍
を
戴
い
て
い

ま
す
。
今
後
益
々
の
御
活
躍
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

橋村宮司と共に


