
(1)新 緑 号 神 道 の 友 令 和 5年 4月 21日
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祓

詞

の

大
祓
詞
の
制
作
年
代
や
作
者
は

不
明
で
す
が
、　
一
三
〇
〇
年
以

上
前
に
制
作
さ
れ
た
、
日
本
書

紀

（七
二
〇
年
）
や
古
語
拾
遺

に
大
祓
詞
の
事
が
載

っ
て
い
る

の
で
、
少
な
く
と
も

一
三
〇
〇

年
前
に
は
存
在
し
て
い
た
事
に

成
り
ま
す
。
現
在

で
も
全
国
の

神
社
で
祭
り
に
際
し
て
唱
え
ら

れ
る
詞
と
し
て
最
も
長
い
生
命

を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。

大
祓
詞
は
約
九
百
字
か
ら
成
り

立

つ
て
い
ま
す
が
、
日
本
民
族

‐
ノ
Ｖ

の
ち

』

管

長

　

菊

池

・呈

．・よ

〓
〓
・
〓
一
・〓
不
轟
　
二
二

〓

お
働
き
、
人
と
し
て
の

や
生
活
の
知
恵
等
が
盛

れ
て
い
ま
す
。

、
人
と
し
て
の
生
き
方

て
、
神
の
御
教
え
を
勉

強
し
ま
す
。

人
が
生
活
す
る
中
で
犯
し
て
し

ま
う
、
色

々
な
罪
事
は
ど
う
し

た
ら
祓
え
る
の
か
。

一
面
に
は
、
祖
神
の
御
神
徳
に

す
が
り
、
そ
の
罪
を
贖

（あ
が

な
）

っ
て
も
ら
う
事
。　
一
面
に

は
自
ら
も
進
ん
で
そ
の
罪
の
償

い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
。

そ
の
償

い
の

一
つ
が
、
大
祓
詞

の
上
段
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い

る

「
天
津
祝
詞
の
太
祝
詞
事
を

宣
れ
」

「あ
ま

つ
の
り
と
の
ふ

と
の
り
と
ご
と
を
の
れ
」
の
部

分
で
す
。

「
天
津
祝
詞
」
と
は
、
天
津
神

の
お

つ
し
や
ら
れ
て
い
る
立
派

な
お
言
葉
と
言
う
意
味
で
、
天

津
神
は

「清
く
正
し
く
睦
ま
じ

く
あ
り
な
さ
い
」
と
お
っ
し
や
っ

て
い
ま
す
。
総
て
の
物
を
生
か

し
、
伸
ば
し
、
育
て
、
助
け
合

い
、
許
し
あ

つ
て
生
き
て
い
く

事
を
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「太
祝
詞
事
」
と
は
、
大
神
様

の
お

っ
し
や
ら
れ
る
素
晴
ら
し

い
お
言
葉

の
通
り
に
生
き
て
行

く
と
言
う
事
で
す
。

「宣
れ
」
と
は
、
広
く
強
く
大

き
く
宣
言
す
る
事
で
、
大
神
様

の
お
言
葉

の
通
り
に
生
き
て
い

き
ま
す
と
、　
ハ
ッ
キ
リ
と
確
信

を
持

っ
て
お
誓

い
し
な
さ

い
と

言
う
事
で
す
。

そ
し
て
、
下
段
の

「科
戸
の
風

の
天
の
人
重
雲
を
吹
き
掃
う
事

の
如
く
」

「
し
な
ど
の
か
ぜ

の

あ
め
の
や
え
ぐ
も
を
ふ
き
は
ら

う
こ
と
の
ご
と
く
」
、
科
戸
の

風
は
、
神
の
お
力
の
こ
も

つ
た

息
吹
、
八
重
雲
は
、
あ
ら
ゆ
る

悩
み
や
、
問
題
事
。　
つ
ま
り
、

大
神
様
の
御
守
護
に
よ

つ
て
、
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、

大
き
な
港
に
停
〓
し
て
い
る
大

治
を
、

へ
綱
や
■
ｒ
し
綱
に
よ

つ

て
港

の
岸
に

つ
な

い
で
い
る
。

広

々
と
し
た
人
海

で
本
来

の
活

動
が
出
来
な

い
こ　
へ
綱
と
も
綱

は
、　
人
間
関
係

の
し
が
ら
み
や

き
ず
な
等
に
よ
る
東
縛
ｃ
人
間

も
あ
れ
こ
れ
の
き
ず
な
に

つ
な

が
れ
て
、
安
ら
ぐ
時
も
無
く
、

ひ
も
付
き
で
引

っ
張
り
回
さ
れ

て
い
る
。
神

の
自
由
な
胸
に
抱

か
れ
、
伸
び
伸
び
と
生
き
て
行

く
に
は
、
色

々
な
悩
み
や
き
ず

な
を
断
ち
切

っ
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

そ
し
て
、

「彼
方

の
繁
木
が
本

を
焼
鎌

の
敏
鎌
以
て
打
掃
う
事

の
如
く
」

「
お
ち
か
た
の
し
げ

き
が
も
と
を
や
き
が
ま
の
と
が

ま
も
ち
て
う
ち
は
ら
う
こ
と
の

ご
と
く
」
、
繁

っ
た
木
に
よ

つ

て
先
が
見
え
無
く
な

つ
て
い
る
。

焼
鎌

の
敏
鎌
と
は
、
正
し
い
神

心
に
叶

っ
た
、
知
と
行
と
の

一

致
し
た
行
動
で
す
。
人
に
は
、

色

々
な
問
題
が
沢
山
あ
る
。
そ

の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
す

る
ど
い
知
識
と
叡
智
、
決
断
と

行
動
に
よ

つ
て
打
ち
祓

っ
て
行

き
な
さ
い
。

こ
の
様
に
心
と
行
い
を
正
し
て

行
け
ば
、
神
様
は
罪
と
言
う
罪

を
祓
い
清
め
て
、
お
守
り
下
さ

る
と
教
え
て
下
さ

つ
て
い
ま
す
。

ヽに 今 り生 神
つ 回 込 き 様
い は ま 方 の

明

だ

天

皇

御

製

あ
す
く
　
イ
、
■
‥

二
ｉ
ｌ
千
３
は
せ
の
ヤ

の

／
、
■

１

／
一
た
る

お

こ

な

ひ

に

し

て

ｉ
ｔ

一
や

　

ヽ
ヽ
■

百

〓
三

お

こ

賀

ひ

の

レ
ー
し
ま

ふ

ノ
、
は

す

＜

な

か

り

け

り

Fて
'「、■.■ _ヽ2=― .

早テ.「 テ 、 ■三[=デ _:=

=`~三  ス‐′=‐■
~_

■
~―

IF ‐1_三 二 =

紗
″・‥



令和 5年 4月 21日 口万緑ｒ川
車
布神 道 の 友 (2)

覺

眈

鰊

鋏

軋

午
前
零
時

の
新
年
を
知
ら
せ
る

大
教
院

の
大
鼓

の
音
と
共
に
新

し
い
年
が
始
ま
り
ま
し
た
ｃ

午
前
七
時
、
御
本
殿
に
て
大
熊

典
趙
斎
主

の
元
、
歳
旦
祭
を
斎

行
。
早
室

の
弥
栄
と
国
家

の
安

泰
、
世
界

の
平
和
、
国
民

の
安

寧
、
五
穀
睾
穣
を
御
祈
願
致

し

ま
し
た
。　
コ
ロ
ナ
禍
で
三
度
目

と
な
る
今
年

の
正
月
は
、
政
府

に
よ
る
行
動
制
限
は
な

い
も

の

の
、
感
染
対
策
を
緩
め
ず
受
付

の
窓
に
シ
ー
ト
を
取
付
け
、

ア

ル

コ
ー

ル
消
毒
を
す
る
等
努
め

ま
し
た
‥

大
晦
日
の
夜
よ
り
三
日
迄

の
間
、

助
勤

の
巫
女
が
授
与
所
に
て
参

深夜の初詣参拝者

拝
者

の
対
応
を
し
、
天
候
に
も

恵
ま
れ

一
日
は
昨
年
よ
り
多
く

の
方
に
御
参
拝
戴
き
、
授
与
品

も
沢
山
お
受
け
戴
き
ま
し
た
。

お
み
く
じ
を
引
か
れ
る
方
も
多

く
、
新
年
祈
祷
や
厄
祓
等

の
祈

祷
件
数
も
増
え
、
三
ヶ
口
を
過

ぎ
ま
し
て
も
、
御
参
拝
の
方
が

御
本
殿
前
で
手
を
合
わ
せ
て
お

ら
れ
る
お
姿
が
多
く
見
ら
れ
ま

し
た
．
お
参
り

一
後
、
大
絵
馬

に
願
い
事
を
書
き
、
本
局
特
製

の
手
作
り
廿
酒

二
楽
し
み
、
福

菓
子
を
受
取
り

（
顔
で
帰
ら
れ

る
姿
も
恒
例
と

＾
っ
て
来
ま
し

た
。
今
後
も
参
二
者
が
益

々
大

神
様
と
の
御
縁

・深
め
、
又
、

心
の
拠
り
所
と

，て
、
大
神
様

の
御
神
威
が
発
拝
さ
れ
ま
す
様

努
め
て
参
り
ま
・‥

続々と参拝者が続く初詣

新年祈祷の参拝者 初詣参拝者に挨拶する大熊部長 車椅子での御参拝者

年

鷲

人

祓

年
の
瀬
も
迫
る
令
和
四
年
十
二

月
　
一十

一
日
、
年
越
大
祓
が
神

道
大
教
院
御
神
殿
に
て
厳
か
に

行
わ
れ
ま
し
た
ｃ

大
祓
式
は
六
月
と
十
二
月
の
晦

目

（
み
そ
か
）
に
行
わ
れ
、
普

段
の
生
活
に
お
い
て
、
知
ら
ず

知
ら
ず

の
う
ち
に
日
に
見
え
な

い
罪
を
犯
し
た
り
、
械
れ
に
触

れ
た
り
し
た
行
為
を
心
身
共
に

祓
い
清
め
、
次
の
半
年
間
を
神

様
の
御
心
に
叶
う
、
清
く
正
し

く
睦
ま
じ
き
生
活
を
新
た
な
気

持
ち
で
過
ご
せ
る
様
に
祈
願
す

る
、
我
が
国
の
伝
統
行
事
で
す
．

大
祓
は
、
記
紀
神
話
に
見
ら
れ

る
伊
邪
那
岐
神

の
楔
祓
を
起
源

と
し
、
占
く
か
ら
宮
中
や
神
社

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
定
期
的

に
こ
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
様
に

な

っ
た
の
は

「大
宝
律
令
」
が

制
定
さ
れ
て
か
ら
で
す
が
、
そ

の
後
、
天
下
万
民
の
罪
械
れ
を

祓
清
め
る
為
の
儀
式
と
な
り
、

一
年
の
内
、
半
年
に

一
度
官
中

二
殿
で
の
恒
例
行
事
と
な

っ
た

様
で
す
ｃ
た
だ
、
臨
時
と
し
て

大
嘗
会
や
斎
宮
、
斎
院
の
卜
占
、

疫
病
災
異
変
等

の
際
に
は
適
宜

に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
．

神
道
大
教
院
で
は
古
式
に
則
り

斎
主
で
あ
る
管
長
が
大
祓
詞
を

一
同
に
宣

（
の
り
）
聞
か
せ
、

一
同
が
応
答
し
ま
す
。

続

い
て
、
贖
物

（あ
が
も
の
）

神
事
と
し
て
、
解
縄

（と
き
な

わ
）

。
人
針

（や
は
り
）

ｏ
切

麻

（き
り
ぬ
さ
）

・
形
代

（
か

た
し
ろ
）
神
事
を
行
い
、
人
形

に
各
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
ｃ

人針神事を斎行する管長



(3)新 緑号 神 友の道 令和 5年 4月 21日

新

年

二

社

会

天
候
に
恵
ま
れ
た
令
和
五
年

一

月
二
十

一
日
、
今
年
初
め
の
月

次
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
蔓

延
す
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
対
す
る
行
動
制
限
が
徐

々
に

緩
和
さ
れ
、
賑
わ
い
が
少
し
ず

つ
戻

っ
て
来
ま
し
た
。
月
次
祭

終
了
後
、
弥
栄
殿
大
広
間
に
て

神
道
大
教

の
教
会
長
及
び
教
師

相
互
の
親
睦
を
深
め
る
令
和
五

年

の
新
年
互
礼
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
開
会
に
先
立
ち
、
新

し
く
Ｃ
Ｄ
化
さ
れ
た
教
歌
の
音

参加者一同の記念写真

由
に
合
わ
せ
て
参
一
者
が
歌
い
、

そ
の
後
、
三〓（任
役
〓
・（菊
地
元
宏

師

の
乾
漱

発
声
の

慎
、
三
い
に

懇
親
を
深
●

ま
し
た
〓
又
、
恒

例
と
な

っ
て
い
る
く
じ
■
き
や
、

お
手
製

の
甘
酒
も
振
缶
一
わ
れ
ま

し
た
。
令
ｔ
元
年
―
二
弓
よ
り
、

感
染
者
が
睦
く
間
１■
増
加
し
、

感
染
拡
大
予
防
策
上
し
て
互
礼

会

の
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

来
ま
し
た
が
、
徐

々
に
行
動
制

限
が
緩
和
さ
れ
、
入
し
ぶ
り
の

顔
合
わ
せ
に
参
加
者
か
ら
も
笑

顔
が
溢
れ
、
今
年
の
互
社
会
は

盛
況
に
幕
を
開
じ
ま
し
た
。

月次祭 を奉仕す る祭員

懇親会風景 新年を寿ぎ乾杯 巫女舞を奉奏する橋村師

四

本

木

稲

荷

神

社

初

午

奈

斎

行

東
京
都
北
区
滝
野
川
三
丁
目
六

十

一
番
地
に
鎮
座
す
る
、
神
道

大
教
直
轄
神
社

『
四
本
木
稲
荷

神
社
』

の
初
午
祭
を
、
旧
暦
の

二
月
二
日
に
当
た
る
二
月

一
日

に
斎
行
致
し
ま
し
た
。

当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
、
朝
早

く
か
ら

「
四
本
木
稲
荷
神
社
を

守
る
会
」
の
皆
様
が
清
掃
奉
仕

し
て
下
さ
り
、
清

々
し
い
御
社

殿
と
境
内
地
に
お
い
て
、
午
前

十

一
時
、
菊
池
管
長
斎
主

の
も

と
祭
典
が
厳
か
に
斎
行
さ
れ
、

祭
典
終
ｒ
後
管
長
先
生
よ
り
御

参
拝
の
御
礼
と
講
話
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

近
隣

の
本
局
教
師
小
泉
輝
人
師

が
直
轄
神
社
と
な

っ
た
当
初
よ

り
祭
典

の
お
手
伝

い
を
し
て
下

さ
り
、
地
域

の
方

々
と
も
親
交

を
深

め
、
地
域
と
密
着

し
た
教

化
活
動
に
御
助
力
を
戴

い
て
お

り
ま
す
ｃ

祭
典
に
は
、
十
人
程

の
御
参
列

を
戴
き
、
和
や
か
な
雰
囲
気

の

中
、
盛
大
な
初
午
祭
を
終
了
し

ま
し
た
。

地
域

の
皆
様
、
御
協
力
誠
に
有

難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

大祓詞奉唱

菊池管長の挨拶   参列者玉串奉貧
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令和 5年 4月 21日 神 道 の 友 新緑号 (4)

鑽

笏

斬

鉤

輪

季
節

の
変
わ
り
日
、
二
月
の
立

春
前
日
の
二
月
二
日
に
恒
例

の

節
分
祭
を
斎
行
致
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
ｃ
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

節分祭を斎行す る大熊典祀

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
口
と

し
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

「鬼
は
外
、
福
は
内
」
。
以
前

は
大
人
や
子
供
桂
の
元
気
な
掛

け
声
が
近
所
か
ら
問
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
ｃ

神殿玄関より豆を撒く典稽

靡

笏

釉

斬

秒

徘

境
内
の
桜

の
膏
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
。

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
ｃ

始
め
に
、
斎
主

一
拝
、
献
供
の

儀
、
斎
主
が
祥
月
祭
並
び
に
春

分
霊
祭
詞
を
奏
上
。
弥
生
の
祥

月
命
目
の
御
霊
の
お
名
前
を

一

人
ず

つ
奏
上
し
、
御
霊
殿
に
御

祭
祀
の
御
霊
の
安
寧
を
お
祈
り

し
ま
し
た
。

続
い
て
橋
村
美
樹
師
に
よ
る
慰

霊
の
舞
が
奉
奏
さ
れ
、
雅
楽

の

調
べ
と
共
に
美
し
く
舞
う
姿
に

御
霊
も
お
喜
び
に
な
ら
れ
た
事

と
思

い
ま
す
。
続
い
て
婦
人
会

有
志

の
先
生
方

の
先
導
に
よ
り

神
教
歌
を
祭
員

。
参
列
者
が
心

を

＾
つ
に
奉
唱
し
、
御
霊
を
お

慰
め
致
し
ま
し
た
。

続
い
て
斎
主
及
び
祥
月
命
目
を

迎
え
る
御
家
族
と
参
列
者
が
順

次
玉
串
を
奉
尖
ｃ
そ
の
後
、
撤

饉
の
儀
、
斎
主

一
拝
と
続
き
管

長
が
参
列
皆
様

へ
の
御
礼
の
挨

拶
と
御
講
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

弥
栄
殿
で
の
直
会
は
御
希
望
者

の
み
の
参
加
と
し
、
御
参
列
の

皆
様
に
は
撤
下
品
の
品
々
を
お

持
ち
帰
り
戴
き
、
滞
り
な
く
祭

典
は
終
了
致
し
ま
し
た
ｃ

尚
、
全
国
の
教
師
よ
り
お
心
の

籠

っ
た
数

々
の
お
供
物
を
御
奉

納
賜
り
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
ｃ

謹
ん
で
御
神
前

・
御
霊
前
に
お

供
え
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
こ

有
り
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

お 祓 い を 受 け る 参 列 者

慰 霊 の 舞 を 奉 奏 す る 橋 村 師菊 池 管 長 の 挨 拶
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六
白
金
星

【基
本
的
性
格
】

六
白
金
星
生
ま
れ
は
、
父
性
的

な
資
質
を
持

っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
女
性
で
あ

っ
て
も
性

格
は
男
性
的
で
、
独
立
心
も
行

動
力
も
旺
盤
で
す
ｃ

男
女
と
も
、
強
靭
な
意
志
と
聡

明
さ
を
あ
わ
せ
持
ち
、
弱
き
を

助
け
強
き
を
く
じ
く
親
分
肌
の

タ
イ
ブ
Э
バ
カ
正
直
で
直
情
型

で
、
お
愛
想
も
上
手
で
は
有
り

ま
せ
ん
。

ま
た
、
短
気
で
負
け
ず
嫌

い
、

人

一
倍
ブ
ラ
イ
ド
の
高

い
人
が

多

い
で
し
ょ
う
ｃ
権
力
や
規
制

に
は
断
固
反
発
し
、
完
壁
主
義

で
妥
協
が
な
い
頑
国
な
而
も
有

り
ま
す
。

エ
ネ

ル
ギ

ツ
シ

ュ
な
反
面
、
気

品
が
有
り
、
孤
高

の
人
と
思
わ

れ
が
ち
な
の
で
、
尊
大
な
態
度

を
と

つ
て
い
る
と
生
来

の
才
能

が
開
花
せ
ず
、
宝

の
持
ち
腐
れ

で
す
ｃ
大
ら
か
さ
と
ゆ
と
り
有

る
優

し
さ
を
心
が
け
る
事

で
、

長
所
が
発
揮
さ
れ
、
チ

ヤ
ン
ス

も

つ
か
め
ま
す
ｃ

春
仕
事

の
特
徴
】

負
け
ず
嫌

い
な
性
格
の
た
め
、

仕
事
に
没
頭
す
る
タ
イ
ア
で
す
Ｇ

忍
耐
力
や
責
任
感
も
あ
り
、
知

性
を
生
か
し
て
、
頭
脳
的
に
活

動
す
る
職
業
に
向
い
て
い
ま
す
。

と
く
に
、
専
門
的
な
知
識
を
必

要
と
す
る
仕
事
、
金
銭
面
と
と

も
に
精
神
的
な
充
実
感
を
得
ら

れ
る
職
業
に
就
い
た
り
、
リ
ー

ダ
ー
シ

ツ
ア
を
と
る
立
場
に
な

る
と
、
そ
の
能
力
を
存
分
に
発

揮
で
き
る
で
し
よ
う
。

た
だ
、
才
能
が
豊
か
な
だ
け
に
、

周
囲
と
協
調
で
き
ず
、
思
う
よ

う
に
評
価
さ
れ
な
い
事
も
。
ま

た
、
他
の
人
の
仕
事
ぶ
り
に
満

足
で
き
ず
に
、
ト
ラ
ブ

ル
が
生

じ
る
事
も
有
り
ま
す
か
ら
、
人

と
の
調
和
を
心
が
け
て
下
さ

い
。

六
白
金
星

の
人

の
適
職
は
、

フ

ラ
イ
ト
ア
テ
ン
ダ

ン
ト
、
証
券

ア
ナ
リ
ス
ト
、
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
、

映
画
監
督
、
宝
石
デ
ザ
イ
ナ
ー

な
ど

の
貴
金
属
や
時
計
関
係
、

教
師
、
政
治
家
、
宗
教
家
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ

ス
ト
、
自
動
車
関
係
な
ど

で
す
。
社
交
的
な
仕
事
や
事
務

系
に
は
向
き
ま
せ
ん
。

【恋
愛
の
特
徴
】

常
識
派
で
、
い
た

っ
て
真
面
目
．

仕
事
も
遊
び
も
真
剣
勝
負
な
の

で
、
恋
の
駆
け
引
き
は
や
や
苦

手
で
す
。

ま
れ
に
奔
放
な
タ
イ
プ
に
見
え

て
も
心
の
な

い
恋
愛
を
す
る
よ

う
な
性
格
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ｃ

相
思
相
愛
に
な
れ
ば
、
楽
し
い

恋
愛
が
で
き
ま
す
ｃ

気
品
の
高
さ
と
完
壁
主
義
で
恋

の
チ
ヤ
ン
ス
は
少
な
い
も
の
の
、

ク
ー
ル
な
外
見
に
秘
め
た
情
熱

を
理
解
し
て
く
れ
る
人
と
な
ら

理
想
的
な
恋
人
同
士
に
な
れ
る

で
し
ょ
う
．

た
だ
し
、
情
に
流
さ
れ
る
面
も

有
り
ま
す
か
ら
、
同
情
心
か
ら

付
き
合

っ
た
り
、
結
婚
を
決
め

る
の
は
禁
物
で
す

一
度
心
に
決
め
た
人
を
末
永
く

愛
す
る
の
も
六
白
金
星
の
特
徴

で
、
男
性
は
結
婚
す
る
と
亭
主

関
白
に
な
り
が
ち

で
す
が
、
家

族
を
大
切
に
し
ま
す
。

女
性
は
、
独
身
時
代
は
恋
愛
よ

り
仕
事
優
先
で
、
晩
婚

の
人
が

多

い
で
す
が
、
家
庭
に
入
る
と

し

つ
か
り
者

の
世
話
女
房
に
．

幸
せ
な
家
庭
を
築
き
ま
す
。

『
知

つ
て
お
き
た
い
幸
せ
に

な
れ
る
九
星
気
学
入
門
』

株
式
会
社

神
宮
館

発
行

著
者
　
歴
作
家

大
教
正
　
井
上
象
英

局
員
を
募
集
致
し
ま
す

神
道
大
教

で
は
職
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

教
場

（教
会

。
神
社
）

の

後
継
者
や
信
者

・
崇
敬
者

の
御
子
息
な
ど
神
道
大
教

を
信
仰
す
る
方
を
募
集
致

し
ま
す
。

奉
仕
内
容
は
神
事
奉
仕

・

事
務
全
般
ｃ

神
事
な
ど

の
祭
式
は
入
局

後
研
修
を
致
し
ま
す

の
で
、

未
経
験

の
方

で
も
構

い
ま

せ
ん
。

ま
た
本
局
で
奉
仕
し
な
が

ら

「
國
學
院
大
學
」

へ
通

学
さ
れ
る
方
も
募
集

し
て

い
ま
す
。

詳
細

は
本
局

へ
お
問
合
せ

下
さ

い
。

銭

　

√
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神

道

人

教

創

立

百

五

十

年

記

食

事

業

実

行

委

員

会

た
と
こ
ろ
、
過
去
の
記
念
事
業

同
様
に
責
任
役
員
の
方
に
お
願

い
し
た
い
旨

の
意
見
を
多
数
戴

き
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
協
議

の
結
果
、
出
席
者
全
員

の
承
認

を
得
て
長
元
総
監

（責
任
役
員
）

が
実
行
委
員
長
に
就
任
す
る
事

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
の
委
員

会
運
営
方
法
に

つ
い
て
は
、
実

行
委
員
よ
り
提
案
戴

い
た

「建

設
部
門
」

「式
典
部
門
」

「記

念
紙
部
門
」

の
二

つ
に
分
か
れ

て
準
備
を
進
め
て
行
く
事
と
な

り
ま
し
た
。
後
日
各
部
門
の
担

当
希
望
を
募
り
、
今
回
三
回
目

の
委
員
会
で
は
各
部
門
に
リ
ー

ダ
ー
と
記
録
係
を
決
め
て
そ
れ

ぞ
れ
の
部
門
に
分
か
れ
て
審
議

を
行
い
、
最
後
に
全
員
集
合
し

て
部
門
リ
ー
ダ
ー
よ
り
報
告
を

し
、
更
に
話
を
進
め
て
行
く
形

で
各
委
員
よ
り
質
疑
や
意
見
が

交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
共
、
よ
り
多
く
の
全
国
教

師
方

々
の
御
参
加
を
戴
き
ま
し

て
、
神
道
大
教
創
立
百
五
十
年

の
祝
賀
の
諸
計
画
が
盛
大
に
実

現
出
来
ま
す
様
、
御
協
力
を
宜

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日
、
弥

栄
殿
三
階
大
広
間
に
て
第
二
回

創
立
百
五
十
年
記
念
実
行
委
員

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
し
て
、
昨

年
の
大
会
議
に
て
、
令
和
六
年

に
創
立
百
五
十
年
の
祝
賀
を
迎

え
る
に
当
た
り
、
令
和
六
年
十

月
二
十

一
日
に
記
念
大
祭
祭

の

斎
行
並
び
に
記
念
事
業

の
実
施

が
決
定
さ
れ
、
準
備
等
に

つ
い

て
は
実
行
委
員
会
を
組
織
し
進

め
て
行
く
事
と
、
り
ま
し
た
。

第

一
回
目
は
実
行
委
員
会
準
備

会
と
し
て
発
足
ｉ
せ
、
出
席
委

員
の
方
よ
り
多
ｔ
の
意
見
と
提

案
を
戴
き
ま
し
た

．
当
初
、
実

行
委
員
は
、
責
■
役
員
、
大
会

議
議
員
、
総
代
、
次
世
代
委
員

会
等
か
ら
拾
数
′
を
推
挙
し
、

お
願
い
致
し
ま

・た
が
、
百
五

十
年

の
大
き
な
一．
一日
の
記
念
大

祭
や
記
念
事
業

二
推
し
進
め
る

に
は
、
全
教
師
・
万
々
の
御
参

加
や
御
協
力
を
■

〔マ
て
、　
一
丸

と
な

っ
て
執
り

、い
た
い
と
の

要
望
も
多
く
あ
　
一ま
し
た
。
そ

こ
で
管
長
よ
り
　
・萩
会

・
教
師

宛
て
に
実
行
委
　
一一
任
依
頼
を

発
送
さ
せ
て
載
　
　
全
国
か
ら

募

つ
た
実
行
委

　

）ノ
中
か
ら
実

行
委
員
長
を
選
　
一デ
る
事
と
な

り
ま
し
た
ｃ

そ

の
後
、
第

二
一
〓
に
就
任
意

志

を
表
明
さ
れ
　

万
々
に
、
出

席
戴
き
実
行
委
一　
貴
を
推
薦
願
っ

長元総監れ る委嘱状を授与 さ長 の実行委員

毎
年
恒
例

，

「九
州
教
区
地
方

研
修
会

。
モ
会
」
を
左
記
の
通

り
開
催
致
し
ま
す
。

九
州
在
住
二
て
令
和
三
年
六
月

以
降
に
新
神
命
さ
れ
た
教
師
と
、

新
た
に
教

」
と
し
て
活
動

を
希

望
さ
れ
る
万
は
、
本
研
修
を
受

講
し
て
下
さ
い
。

○
日
　
程

六
月
二
日

（金
）
～
四
日

（日
）

○
会
　
場

神
道
大
教
〓
一森
稲
荷
神
社

○
携
帯
品

白
衣

。
白
〓

・
笏

。
白
足
袋

。

筆
記
用
具

・
ハ
サ
ミ

○
連
絡
先

福
岡
県
直
ｔ
Ｔ
山
部
四
四
人
の
一

神
道
大
教

一森
稲
荷
神
社

長

元

祥

泰

電
話

ｏ
二

〓
′
。．
二
千

四
九
七
二

〇
総
　
会

六
月
四
日
　
後
零
時

（総
会
の
一
　
、も
御
出
席
下
さ
い
）

i石 二:ι 含ま・島4・ 一,it土 木

有限会社
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1'、表取締役 ′
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○
申
込
方
法

準
備
の
都
合
上
、
五
月
二
十
二

日

（月
）
迄
に
御
連
絡
下
さ
い
。

○
講
　
師

神
道
大
教
総
監

・
祀
典
長

長
元
祥
泰
、
典
礼
　
大
熊
満

‐

；

ィ

ー

‐

一

■

一

．

　

‥

．

一

一

て

　

，

・

九

州

地

区

地

方

研

修

会

工
び
に
教
師
会
統
合
の
御
案
内
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月

十
　
九
日

二
　
十
日

二
十

一
日

二
十
二
日

二
十
五
日

一
一　

月

　

一
　

　

日

三
　
　
日

六
　
　
日

十
　
三
日

二
　
十
日

二
十

一
日

月

日

十
　
　
日

十
　
三
日

二
十

一
日

二
十
二
日

四

月

歳
旦
祭
斎
行

・
初
詣
体
制
実
施

⌒
二
・
二三

二

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会

。
新
生
会

≡
〓

二
〓一、一二
十・一〓

ゴ
．十二　
〓≡
長

・
一．一三
・

一、モ
一二
長
）

神
道
大
教
四
本
木
稲
荷
神
社
初
Ｆ
一次
祭
否
行

（
〓
卜
一■
三≡ザ
一手
三
全
一蓄二
三

一一〓〓一（　・　
〓
・一一
一　。　　一、一三
一一〓一〓一〈　。　一一本ｒヤ一ヽ
三二一二す）

東
京
都
教
派
神
道
連
合
会
理
童
会

上
戸
三
会
圭
席

二
三
二
〓三
ネ
　
吉
三
貴
・
十
一三
）

百
五
十
年
記
念
事
業
実
行
委
曇
（菓
ェ虐
〓
■
〓≡
十三
）

初
月
次
祭
斎
行

。
新
年
互
礼
会
開
催
一

責
任
役
員
会
開
催

神
道
六
教
派
特
立
百
四
十
周
年
記
念
会

三
事

（
一、三
一〓
二昼
思
会
館
　
一言
長

・

大
熊
部
長
）

日
生
ヨ
体
一（

節
分
祭
斎
行

天
玉
稲
荷
初
午
祭
斎
行

（大
熊
ゴ・一三
（）

神
道
大
教
四
木
木
稲
荷
神
社
日
次
祭
否
行

（昔
長
。
大
熊
部
長
）

埼
玉
県
深
田
神
社
深
田
佳
聖
官
司
弓
問

（晉
三
↑

絶
監

・
菊
池
主
事
）

月
次
祭
斎
行

財
務
省
来
局
　
匹
本
天
稲
荷
神
社

‐二十一二■
二
、
（昔
長

・
総
監
対
応
）

月
首
祭

神
道
大
教
四
本
木
稲
荷
神
社
初
午
祭
斎
行

（昔
長

・
菊
池
主
事
）

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会
出
席

（三
二
卜
一天
學
　
大
熊
部
長
）

神
道
大
教
四
本
木
稲
荷
神
社
月
次
祭
斎
行

（管
長

・
菊
池
主
事
）

月
次
祭

。
春
分
霊
祭
斎
行

。
責
任
受
三員
会

百
五
十
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
開
催

（第
二
回
）

月
首
祭

教
派
神
道
連
合
会
理
事
会
出
席

（匡
〓〓
Ｆ
一大
學
　
管
長

・
大
熊
部
長
）

神
道
大
教
四
本
木
稲
荷
神
社
春
季
大
祭
斎
行

（管
長

・
総
監

。
大
熊
部
長
）

祭
典
準
備

（祭
員

・
助
勤
者
集
合
）

春
季
大
祭
斎
行

十  十三 二 十 十 一
_L

|

一 十 三 一
日

一
日

三

日［
目

［
目

［
日

［
目

目
［

（
二
〓
　
・権
少
講
義

二
一栗
。
岩
上
言
一言

■
二
ヽ
五
午
一
月
二
一
へ
日
付
）

【
辞
職
者
】

（
）ｆ

不
　
直
属

〓
教
正

・
高
野
三
硝

（ム
一■
一四
年
十
二
月
二
十

一
日
付
）

【
帰
幽
報
告
】

次
つ
先
生
の
帰
山
の
手
に
接
し

上
前

の
御
奉
仕
、
御
活
躍
を
称

え
、
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し

ま
十
〓

○
令
和
五
年

一
月
二
十
四
日
帰
幽

埼
玉

・
深
田
神
社

（長
）

権
大
教
正
　
深
田
佳
聖
師

○
令
和
五
年
二
月

一
日
帰
幽

福
島

・
三
山
富
沢
支
教
会

（長
）

少
講
義
　
亀
井
昇
龍
師

○
令
和
五
年
二
月
五
日
帰
幽

岐
阜

。
』県
中
神
社

（属
）

権
少
講
義
　
梶
原
敏
雄
師

○
令
和
五
年
二
月
十
八
日
帰
幽

栃
木

・
出
雲
神
社

（長
）

中
講
義
　
山
田
泰
史
師

（敬
称
略
）

※
令
和
五
年
二
月
二
十

．
口
現
在

【教
師
昇

‥
〓三
　
一Ｔ
教

二

一
本
・
ホ
「・

■
Ｆ
一
二
五
生
‐
一藤 正級
月均 :=
十

一
日
付
）

宗
教
法
人
合
併
公
告

こ
の
度
、
宗
教
法
人

一神
道
大
教
南
大
夕
張
神
社
」
は
、
左
記
の
通
り

宗
教
法
人

一神
道
大
教
札
幌
人
幡
宮
」
と
合
併
す
る
事
に
な
り
ま
し
た

の
で
、
宗
教
法
人
法
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

こ
の
事
に
つ
い
て
異
議
の
あ
る
方
は
、
令
和
五
年
五
月
十
八
日
ま
で
に
、

そ
の
旨
を
申
し
述
べ
て
下
さ
い
。

令
和
五
年
二
月
十
日

信
者
そ
の
他
利
害
関
係
人
各
位

‐主

所
　
北
海
道
北
広
島
市
輪
厚
中
央
五
丁
目
三
―
十
六

宗
教
法
人
　
神
道
大
教
南
大
夕
張
神
社

代
表
役
員
　
菊

池

重

敏

管
長
の
動
向

（対
外
行
事

・
事
務
局
）

教
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岐
阜
県
大
垣
市
綾
野
町
二
五
〇

四
番
地
二
三
〇
に
鎮
座
す
る

「神
道
大
教
導
徳
中
教
会
」
に

菊
池
管
長
と
大
熊
部
長
が
教
場

訪
間
を
し
ま
し
た
。

教
会
設
立
は
昭
和
三
十
九
年
二

月
七
日
で
、
初
代
教
会
長
に
古

市

一
江
先
生
が
就
任
さ
れ
、
神

様
か
ら
御
神
示
を
戴
き
多
く
の

信
者
を
教
え
導
か
れ
ま
し
た
。

平
成
二
十

一
年
に
八
十
歳
で
亡

く
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
二
代

目
教
会
長
に
地
元
の
氏
神
様
、

大
垣
八
幡
神
社

へ
二
十
三
年
間

勤
め
て
お
ら
れ
た
御
子
息

の
古

市
清
先
生
が
継
が
れ
ま
し
た
。

初
代

の
教
導
を
受
け
継
が
れ
、

大
神
様
の
お
導
き
の
元
、
多
く

の
信
者

の
心
の
支
え
と
し
て
御

活
躍
さ
れ
ま
し
た
が
、
御
病
気

の
為
平
成
二
十
九
年
に
七
十
歳

で
御
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
奥
様

の
古
市
文
江
先
生

が
御
主
人
の
跡
を
継
が
れ
、
三

代
目
教
会
長
と
成
ら
れ
ま
し
た
。

文
江
先
生
は
、
平
成
二
十
二
年

か
ら
四
年
間
、
神
道
大
教
夏
季

御 神 前 全 般

御 神 前 上 部

研
修
会
を
受
講
さ
れ
、
教
師

の

免
状
は
お
持
ち
で
し
た
が
、
前

教
会
長
の
お
手
伝

い
を
さ
れ
る

程
度
で
、
御
自
身
が
神
事
を
さ

れ
る
事
は
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
突
然
御
主
人
に
先
立

た
れ
、
教
会
を
継
ぐ
事
と
成
り
、

御
主
人
の
さ
れ
て
い
た
神
事
を

思
い
出
し
、
な
ん
と
か
御
奉
仕

さ
れ
て
来
ま
し
た
。
信
者
様
は

月
次
祭
や
御
降
臨
式
に
来
ら
れ

て
、
文
江
先
生
を
助
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

文
江
先
生
は
、
初
代
教
会
長
や

御
主
人
に
勧
め
ら
れ
、
平
成
二

十

一
年
に
日
本
カ
イ

ロ
プ
ラ
ク

テ
イ
ッ
ク
の
資
格
を
取
得
さ
れ
、

施
術
所
を

「神
楽

（か
ぐ
ら
）
」御 神 前 内 部

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

今
で
は
広

々
と
し
た
神
殿
の
間

で
、
幅
広

い
年
齢

の
人
達

の
足

腰
の
痛
み
や
疲
れ
を
時
間
を
掛

け
な
が
ら
も
み
ほ
ぐ
し
、
色

々

な
話
を
繰
り
返
す
内
に
心
を
和

ま
せ
施
術
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
苦
労
や
喜
び
を
共
有
さ
れ
、

カ
イ

ロ
の
仕
事
に
喜
び
と
や
り

が
い
を
感
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

御
神
殿
の
穏
や
か
な
空
間
に
て
、

一
人
で
も
多
く
の
方

々
に
楽
し

く
、
楽
に
な

っ
て
欲
し
い
と
の

願
い
を
込
め
、　
一
生
涯
の
仕
事

と
し
て
精
進
し
て
行
き
た
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
方
々

と
の
貴
重
な
出
会

い
を
戴
け
る

事
に
感
謝
さ
れ
、
神
明
奉
仕
に左 か ら大 熊 部 長 ・ 管 長 ・ 古 市 教 会 長

活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
市
文
江
先
生
は
、
神
道
大
教

院

の
月
次
祭
や
大
祭
に
毎
回
沢

山
の
お
供
物
を
献
上
さ
れ
、
参

拝
者
に
お
分
け
し
て
い
ま
す
の

で
皆
様
か
ら
と
て
も
喜
ば
れ
て

い
ま
す
。

先
生
に
は
、
今
後
も
カ
イ

ロ
の

お
仕
事
を
通
し
て
、
多
く
の
方
々

に
楽
し
さ
や
幸
せ
を
お
導
き
戴

き
、
御
主
人
様
の
御
意
志
を
継

が
れ
、
今
後
も
大
神
様

の
御
神

徳
を
益
々
広
め
ら
れ
ま
す
よ
う
、

教
会

の
発
展
、
更
に
は
古
市
先

生

の
御
健
勝
と
御
活
躍
を
お
祈

り
致
し
ま
す
。

苺

菊

池

管

長

の

教

場

訪

間

神
道
人
教

導
復
中
教
会

く


