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◎
教
団
方
針

信ま
め

徒ひ
と

よ
速す

み

や
か
に
目め

覚ざ

め
よ
、

そ
れ
は
光ひ

か
り

を
受う

け
、邪じ

ゃ

を
捨す

て
、光ひ

か
り

を
授さ

ず

け
、

正ま
さ

に
生い

き
る
事こ

と

で
あ
る

◎
方
針
の
み
ち
し
る
べ

（
一
） み
つ
め
な
お
そ
う
明
主
様
の
心

（
二
） つ
ら
ぬ
き
と
お
そ
う
明
主
様
の
心

（
三
） 

教
団
綱
領
を
尊
び
実
践
す
る

（
四
） 

信
仰
継
承
は
家
族
と
家
庭
円
満
か
ら

　

然し
か

し
、
之
も
標
準
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
よ
く
判
る
。
つ
ま
り
自
己
愛

の
有
無
で
あ
る
。
神
様
の
為
、
人
類
の
為
の
み
を
第
一
義
と
し
、
自
己

の
利
害
な
ど
考
え
ず
驀

ま
っ
し
ぐら

に
進
め
ば
い
い
の
で
、
斯こ

う
い
う
人
こ
そ
邪

神
は
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
処

と
こ
ろが

少
し
う
ま
く
ゆ
く
と

自う
ぬ

惚ぼ
れ

が
出
る
。
自
分
が
偉
い
と
思
う
。
こ
の
時
が
危
な
い
の
で
あ
る
。

終つ
い
に
野
心
を
有も

つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
為
自
己
を
偉
く
見
せ
よ
う
と

し
、
勢
力
を
得
よ
う
と
す
る
。
実
に
恐
ろ
し
い
事
で
あ
る
。
一
度
斯
う

な
る
と
、
邪
神
は
益
々
魂
深
く
入
り
込
み
終
に
占せ

ん
有ゆ
う
し
て
了
う
。
而
も

大
き
い
邪
神
に
な
る
と
相
当
の
霊
力
を
発
揮
す
る
。
勿
論
一
時
的
霊
力

で
は
あ
る
が
、
病
気
を
治
し
た
り
奇
蹟
な
ど
も
表
す
か
ら
、
慢
心
は
い

よ
い
よ
増
長
し
、
終
に
は
何
々
神
の
身
魂
と
さ
え
思
わ
せ
ら
れ
、
生
神

様
と
な
っ
て
了
う
の
で
あ
る
。
茲
で
注
意
す
べ
き
は
、
そ
う
い
う
宗
教

の
開
祖
と
か
生
神
様
と
か
い
う
も
の
の
態
度
を
厳
正
な
る
眼
を
以も

っ
て
み

れ
ば
よ
く
判
る
。
そ
の
著

い
ち
じ
るし
い
点
は
、
愛
の
薄
い
事
と
、
信
仰
は
小
乗

的
戒
律
的
で
厳
し
い
と
共
に
、
自
分
の
い
う
事
を
聞
か
な
い
と
罰
が
当

た
る
と
か
、
自
分
の
グ
ル
ー
プ
又
は
信
仰
か
ら
抜
け
れ
ば
滅
び
る
と

か
、
生せ

い
命め
い
が
な
い
と
か
い
っ
て
脅
お
び
やか
し
、
離
反
を
食く
い
止と

め
よ
う
と
す
る

所い
わ

謂ゆ
る

脅
迫
信
仰
で
あ
る
。
斯
う
い
う
点
が
些
い
さ
さか

で
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

邪
神
と
断
定
し
て
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

私
が
常
に
い
う
通
り
、
正
し
い
信
仰
と
は
大
乗
的
で
、
自
由
主
義
的

で
あ
る
か
ら
、
信
仰
の
持
続
も
離
脱
も
自
由
で
あ
る
と
共
に
、
天
国
的

で
明
朗
快
活
で
あ
る
。
処
が
反
対
に
秋

し
ゅ
う
霜そ
う

烈れ
つ

日じ
つ
の
如
き
酷き
び
し
い
戒
律
信

仰
は
邪
教
で
あ
り
、
信
仰
地
獄
で
あ
る
、
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
之
は

人
に
言
っ
て
は
い
け
な
い
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
聊

い
さ
さか
で
も
秘
密
が
あ

れ
ば
邪
神
と
思
っ
て
い
い
。
正
し
い
信
仰
は
何
等
秘
密
が
な
く
明
朗
そ

の
も
の
で
あ
る
。

　

今
更さ
ら

神
は
正
な
り
な
ど
と
い
う
の
は
可お

笑か

し
な
話
で
あ
る
が
、
一
般

人
は
勿
論
宗
教
に
携
わ
る
教
師
も
一
般
信
者
も
兎と

角か
く
忘
れ
勝が

ち
で
あ
る

か
ら
茲こ

こ
に
か
く
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
本
教
な
ど
は
特
に
正
義
と
善ぜ
ん

行こ
う
に
力
を
入
れ
て
い
る
に
拘
か
か
わら
ず
、
稀
に
は
本
道
か
ら
逸
脱
し
、
あ
ら

ぬ
方
面
へ
彷

さ
ま
よう
も
の
も
な
い
事
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
様
な
場
合

必
ず
神
か
ら
お
気
付
を
頂
く
が
、
そ
れ
を
無
視
す
る
場
合
神
の
大だ

い
鉄て
っ

槌つ
い

を
蒙
こ
う
むる
の
で
あ
る
。

　

先
ず
普
通
信
仰
者
の
最
初
の
中う

ち
は
至
極
真
面
目
に
御
神
徳
や
奇
蹟
に

感
激
し
、
熱
心
な
信
仰
を
続
け
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
正
し
い
信
仰

で
あ
る
以
上
、
お
か
げ
は
著
し
く
自
然
多
数
の
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
事

に
な
り
、
生
活
境
遇
も
大
い
に
恵
ま
れ
る
の
で
本
来
な
れ
ば
愈い

よ
い々
よ

神
恩

に
感
謝
し
、
一
層
身
を
慎つ

つ
し
み
報
恩
に
尽
く
す
べ
き
に
拘
か
か
わら
ず
、
凡
人

の
悲
し
さ
、
不し

ら
ず
し
ら
ず

知
不
識
恩
に
狃な

れ
、
慢
心
が
生
じ
、
心
に
隙
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
処
が
邪
神
は
こ
の
隙
を
常
に
狙ね

ら
い
つ
め
て
い
る
の
で
、
得

た
り
賢

か
し
こし
と
そ
の
隙
に
入
り
込
み
、
そ
の
人
を
占
領
し
肉
体
を
自
由
自

在
に
操
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
実
に
危
な
い
哉か

な
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

而し
か

も
覇は

気き

あ
り
役
に
立
つ
人
ほ
ど
邪
神
は
狙
う
の
で
あ
る
。
然
し
本
当

に
正
し
い
信
仰
者
で
あ
り
と
し
た
ら
邪
神
は
手
が
出
な
い
の
で
諦

あ
き
らめ
て

了し
ま
う
か
ら
安
全
で
あ
る
が
、
中
に
は
引
っ
掛
か
る
人
も
あ
る
の
で
こ
の

点
中
々
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。

神
言
霊

神
は
正せ

い

な
り

―
善
と
悪
―

人ひ
と

の
眼め

に	
善よ

し
と
し
映う

つ

る
事こ

と

と
て
も

	

神か
み

の
御み

旨む
ね

に
適か

な

はわ

ぬ
事こ

と

あ
り

如い

何か

な
ら
むん	

善よ

き
行お

こ
な

ひい

も
神か

み

知し

ら
ぬ

	

人ひ
と

は
大お

お

方か
た

利り

己こ

の
た
め
な
る

人ひ
と

に
良よ

く
　
思お

も

はわ

れ
た
し
と
お
も
う
人ひ

と

	

大お
お

方か
た

神か
み

を
忘わ

す

れ
が
ち
な
る

教
祖
・
明
主
様
一
九
三
八
年（
昭
和
十
三
年
）頃
　
玉
川
・
宝
山
荘
に
て
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て
い
う
の
も
そ
れ
で
す
ね
。

　
神
様
の
光
は
蜘く

蛛も

の
巣
が
か

か
っ
た
り
し
て
い
る
と
出
な
い
ん

で
す
。

　
こ
れ
は
滅
多
に
は
な
い
が
ど
う

か
す
る
と
た
ま
に
は
あ
る
こ
と

だ
か
ら
、
こ
こ
に
注
意
す
る
の
で

あ
る
。

　
い
つ
か
も
言
っ
た
通
り
一
家
中

全
部
が
信
仰
へ
入
る
と
か
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
理
解
が
で
き
て
か
ら
、
快

く
お
祀
り
す
る
こ
と
が
本
当
で
あ

る
。
そ
う
で
な
く
一
人
で
も
反
対
者

が
あ
る
と
し
た
ら
し
ば
ら
く
時
を

待
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
な
ん
と
か
し

て
早
く
入
信
さ
せ
た
い
焦あ

せ

り
か
ら
、

お
祀
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

そ
う
す
れ
ば
早
く
分
か
る
と
思
う

か
ら
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の
考

え
方
で
神
様
の
方
は
別
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
の
罪

の
軽け

い
重じ

ゅ
う、
因
縁
、
使
命
等
に
よ
っ
て
、

入
信
の
時
期
も
遅ち

速そ
く
が
あ
る
か
ら
、

す
べ
て
は
神
様
に
お
任
せ
し
て
い

れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。』

【
家
庭
祭
】

　
家
庭
祭
は
日
を
定
め
て
行
い
、
御

参
拝
に
あ
た
っ
て
は
、
家
族
揃
っ

て
、
主
人
が
先
達
す
る
こ
と
が
原
則

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
時
、
家
庭
祭
の
御
玉
串
料
を

お
供
え
し
、そ
の
後
、教
会
、教
導
所
、

光
導
所
に
、
奉
告
参
拝
を
す
る
。
家

庭
祭
に
あ
た
っ
て
は
、
御
神
体
、
御

神
床
の
清
掃
、
準
備
等
に
つ
い
て
、

日
々
の
御
奉
仕
に
も
ま
し
て
、
特
に

念
入
り
に
御
奉
仕
す
る
こ
と
が
肝
心

で
す
。
仰
光
観
音
御
影
を
御
奉
斎
し

て
い
る
方
も
こ
れ
に
準
じ
て
下
さ
い
。

　
清
掃
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
場
合
、

塵
払
い
、
ふ
き
ん
、
ま
た
用
具
な
ど

は
、
清
潔
な
も
の
を
備
え
つ
け
て
、

一
般
用
と
別
に
し
て
間
違
い
の
な

い
よ
う
に
、
注
意
し
て
下
さ
い
。

　
神
饌
物
は
、
真
心
の
こ
も
っ
た
物

を
捧
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

　

仏
様
に
花
を
上
げ
る
っ
て
い
う
の

も
そ
れ
な
ん
で
す
。
花
は
霊
界
に
非

常
に
い
い
影
響
を
与
え
る
ん
で
す

よ
。
私
の
所
で
は
ど
の
場
所
で
も
大た

い

抵て
い
花
を
置
い
て
あ
り
、
花
の
な
い
部

屋
は
な
い
く
ら
い
で
す
。

日
本
中
の
人
間
が
立
派
な
心
を
も

ち
、
農
作
物
に
対
し
て
も
感
謝
の
気

持
ち
で
有
難
く
頂
戴
し
、
物
を
粗
末

に
せ
ず
、
ず
る
い
心
を
起
こ
さ
ず
に

正
し
い
行
い
を
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
の
人
間
は
そ
れ
と

は
ま
る
っ
き
り
反
対
の
間
違
っ
た
料

り
ょ
う

簡け
ん
を
も
っ
て
ま
す
か
ら
ね
。

　

今
言
っ
た
こ
と
は
絶
対
で
、
こ
れ

は
真
理
で
す
よ
。
い
か
な
る
災
難
で

も
天
候
の
不
順
で
も
み
ん
な
人
間
が

造
る
ん
で
す
よ
。』

う
人
は
自
分
も
そ
れ
が
立
派
な
方
法

で
あ
る
と
思
い
、
世せ

人じ
ん
も
そ
れ
を
見

て
偉え

ら
い
人
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
実

を
い
う
と
こ
の
考
え
方
は
本
当
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

何な
ん
と
な
れ
ば
肝か

ん
腎じ

ん
な
「
美び

」
と
い

う
も
の
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
、

つ
ま
り
「
真し

ん
・
善ぜ

ん
・
醜し

ゅ
う」
で
あ
る
わ

け
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
の
衣
食

住
は
、
分
相
応
を
越
え
な
い
限
り
、

で
き
る
だ
け
美
し
く
す
べ
き
で
、
こ

れ
が
恩
恵
を
与
え
た
も
う
天
の
意
志

に
叶
う
の
で
あ
る
。』

【
神
言
霊
】

　『
御
神
体
を
お
祀ま

つ

り
す
る
と
、
一

家
の
霊
界
が
明
る
く
な
る
の
で
、
お

祀
り
し
な
け
れ
ば
ま
だ
暗
い
の
で

す
。
暗
い
の
は
地
獄
だ
か
ら
駄
目

で
、
ま
だ
救
わ
れ
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ

に
、
御
神
体
を
拝
む
と
、
拝
む
た
び

に
御
光
を
受
け
る
か
ら
浄
ま
っ
て

行
く
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
た
い
へ
ん

な
違
い
で
す
よ
。

　
御
神
体
を
お
祀
り
せ
ね
ば
本
当

に
信
仰
に
入
っ
た
と
は
言
え
ま
せ

ん
ね
。
つ
ま
り
、
御
神
体
を
お
祀
り

す
れ
ば
、
信
仰
の
門
の
中
へ
入
る
の

で
、
お
祀
り
し
な
い
中う

ち
は
、
門
の
外

に
い
る
わ
け
で
す
。
か
と
言
っ
て
、

も
ち
ろ
ん
門
に
入
っ
た
だ
け
で
は

駄
目
で
ね
。
や
っ
ぱ
り
玄
関
か
ら
お

座
敷
ま
で
行
か
な
く
て
は
い
け
ま

せ
ん
か
ら
ね
。
そ
れ
で
な
く
て
は
天

国
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
。
ま
た
、
教

俢
を
受
け
た
だ
け
じ
ゃ
、
駄
目
だ
っ

【
朝
拝
、
夕
拝
】

　
信
者
が
、
朝
夕
、
御
神
前
で
お
参

り
す
る
場
合
、
神
様
が
御
神
前
に
お

出
ま
し
に
な
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、

正
し
い
想
念
を
持
つ
こ
と
が
大
切

で
あ
り
、
御お

座ざ

な
り
な
お
祈
り
は
許

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本

当
に
神
様
が
目
の
前
に
お
ら
れ
、
自

分
の
祈
り
や
、
願
い
ご
と
を
直
接
聞

い
て
下
さ
る
と
い
う
想
念
を
、
強
く

持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
尚
、
礼
拝
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
左
記
の
通
り
で
す
。

朝
拝
　
天
津
祝
詞
・
神
歌

（
祈
り
の
玉
ぐ
さ
）

夕
拝
　
善
言
讃
詞
・
神
歌

（
祈
り
の
玉
ぐ
さ
）

※
天
津
祝
詞
、
善
言
讃
詞
の
解

説
は
冊
子
「『
祝
詞
』
そ
の

奥
を
ひ
も
と
く
」
を
ご
参
照

下
さ
い
。

　

【
神
言
霊
】

『
見
よ
、
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
、

百
鳥
の
囀さ

え
ずり
、
虫
の
啼な

く
声
、
明め

い
媚び

な
る
山
水
、
月
の
夜
の
風
情
や
温
泉

等
々
は
、
何
が
故
に
存
在
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
。　

言
う
ま
で
も
な

く
、
き
れ
い
な
花
が
咲
き
、
い
い
景

色
が
あ
る
っ
て
い
う
の
は
、
造
物
主

が
こ
れ
を
無
駄
に
作
っ
た
の
で
は
な

い
、
人
間
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
作

ら
れ
た
ん
で
す
。
お
い
し
い
も
の

だ
っ
て
そ
う
で
す
。
人
間
を
楽
し
ま

せ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
ん
で
す
。

【
神
言
霊
】

　
『
粗そ

衣い

粗そ

食し
ょ
く、
茅ぼ

う

屋お
く
に
住
み
、
最

低
生
活
を
し
な
が
ら
、
世
の
た
め
人

の
た
め
を
思
っ
て
、
善
事
を
行
っ
て

い
る
者
も
昔
か
ら
少
な
く
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
し
な
く
と
も
、

差
し
支つ

か

え
な
い
境
遇
に
あ
り
な
が

ら
、
好
ん
で
そ
の
よ
う
な
生
活
を
す

る
の
は
ど
う
も
面お

も
白し

ろ
く
な
い
と
思
う

が
、
中
に
は
修
養
の
手
段
と
し
て
特

に
禁
欲
生
活
を
す
る
宗
教
家
も
、
今

ま
で
た
く
さ
ん
あ
っ
た
が
、
こ
う
い

一
、『
御
神
体
』御
奉
斎
は

信
仰
の
条
件

二
、
家
庭
に
お
け
る

参
拝
の
あ
り
方

四
、
衣
・
食
・
住

三
、
神
羅
万
象
一
切
は

人
間
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る

教
団
綱
領
の
学
び

仰
光
観
音
御
影
様�

御
額
寸
法
：
縦
30
×
横
20
㎝

【
第
一
回
】
正
神
を
敬
い

◎
御
奉
斎
に
つ
き
ま
し
て
は
、
布
教
拠

点
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

正せ
い

神し
ん

を
敬う

や
ま

い 

祖そ

先せ
ん

を
尊と

う
と

び 

恵
み
の
光
に
浴よ

く

く
し
て 

感
謝
報ほ

う

恩お
ん

の
生
活

を
送
り
ま
す
（
全
五
回
）
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『
軟
ら
か
い
春
風
が
吹
く
が
如
く

人
に
優
し
く　

謙
虚
な
姿
勢
で　

自

分
自
身
の
や
っ
て
い
る
こ
と
が
良
い

こ
と
な
の
か
？
悪
い
こ
と
な
の
か
？

　

常
に
問
い
掛
け
『
常
識
』
を
持
っ

て
進
ん
で
い
き
な
さ
い
』

と
明
主
さ
ま
は
常
々
、
仰
っ
て
お
り

ま
す
。

　

立
春
が
ひ
と
つ
の
節
目
と
な
っ

て
、
一
歩
ず
つ
昼
の
世
界
、
良
い
世

界
に
な
っ
て
い
く
中
で
、
そ
の
大
切

な
節
目
の
直
前
に
教
団
で
ざ
わ
め
き

立
つ
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

一
部
の
信
徒
さ
ん
に
は
深
い
不
安

と
心
配
を
お
掛
け
し
た
こ
と
が
只
々

申
し
訳
な
く
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち

で
一
杯
で
す
。

　

明
主
さ
ま
か
ら
与
え
て
頂
い
た
大

試
練

　

立
春
祭
の
今
日
か
ら
、『
一
か
ら

や
り
直
し
』
の
気
構
え
で
、
と
新
た

に
決
意
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

辛
い
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
て
本

当
に
ご
め
ん
な
さ
い
、
必
ず
会
い
に

行
き
ま
す
。

　

山
嵜
会
長
を
は
じ
め
教
師
の

方
々
、
信
徒
代
表
の
方
々
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
七
年 

節
分
祭
・
立
春
祭
・

特
別
大
祈
願
執
り
行
わ
れ
る

立
春
祭
あ
い
さ
つ
（
要
旨
）

一年の大祓いの節分祭が厳かに執り行われた

　

令
和
七
年
二
月
二
日
、「
節
分
祭
」

が
本
部
を
は
じ
め
各
布
教
拠
点
に
て

午
前
十
時
よ
り
一
斉
に
執
り
行
わ
れ

た
。
今
年
は
暦
の
関
係
で
通
年
よ
り

一
日
早
く
こ
の
日
を
迎
え
た
。
一
年

の
大
祓
い
の
祭
典
で
も
あ
る
事
か

ら
、
天
津
祝
詞
に
続
き
神
言
が
奏
上

さ
れ
、
善
言
賛
詞
と
続
き
、
い
つ
も

よ
り
も
厳
か
な
神
事
と
な
っ
た
。

会
長
の
挨
拶
で
は
、
再
び
昼
の
時

代
を
迎
え
る
中
で
世
の
中
の
乱
れ
を

正
す
浄
化
が
旺
盛
に
な
っ
て
く
る
、

強
く
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
節
分

祭
神
歌
の
『
大
神
の　

御
護
り
な
く

ば
如
何
に
し
て　

最
後
の
峠
越
え
ら

る
べ
し
や
は
』
を
お
取
次
ぎ
さ
れ
、

「
大
光
明
・
明
主
様
と
お
繋
が
り
い

た
だ
い
て
い
る
光
の
綱
を
し
っ
か
り

と
握
り
し
め
離
れ
な
い
よ
う
に
、
離

さ
れ
な
い
よ
う
に
進
ん
で
ま
い
り
ま

し
ょ
う
。」
と
締
め
く
く
っ
た
。

　

翌
日
、
二
月
三
日
、
日
本
列
島
を

今
季
一
番
の
寒
気
が
流
れ
込
み
、
寒

波
が
押
し
寄
せ
る
中
、
暦
の
春
を
迎

え
、「
立
春
祭
・
特
別
大
祈
願
、
二

月
祈
願
祭
」
の
大お

お
み
ま
つ
り

御
祭
典
が
本
部
中

継
に
て
各
布
教
拠
点
と
心
を
あ
わ
せ

て
午
前
十
時
よ
り
執
り
行
わ
れ
た
。

　

立
つ
春
の
神
光
降
り
注
ぐ
佳
日
の

祭
典
に
、
本
部
に
お
い
て
は
光
守
様

の
お
出
ま
し
を
賜
る
中
、
本
部
御
神

前
に
は
各
布
教
拠
点
の
光
導
実
践
活

動
目
標
と
特
別
大
祈
願
書
奉
納
数
御

奉
告
書
が
捧
げ
ら
れ
、
各
布
教
拠
点

で
は
特
別
大
祈
願
書
が
捧
ら
れ
、各
々

の
今
年
一
年
の
願
い
事
の
誓
願
成
就

の
祭
典
が
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
、「
お
こ
と
ば
」
を
会
長
が

代
読
し
、
光
守
様
の
力
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
、
参
拝
者
の
感

動
を
誘
っ
た
。

　

立
春
祭
・
特
別
大
祈
願
、
二
月
祈
願

祭
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
日
は
、
大
祓
い
の
節
分
の
御み
ま
つ
り
祭
典

を
終
え
て
、
立
つ
春
の
神み
ひ
か
り光
降
り
注
ぐ

大お
お
み
ま
つ
り

御
祭
典
を
迎
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

本
日
、
東
京
本
部
御
神
前
に
は
各
布

教
拠
点
の
光
導
実
践
活
動
目
標
と
特
別

大
祈
願
書
奉
納
数
御
奉
告
書
を
お
捧
げ

し
、
各
布
教
拠
点
に
お
き
ま
し
て
は
特

別
大
祈
願
書
を
お
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
今
年
一
年
の

願
い
事
の
成
就
を
お
祈
り
さ
せ
て
頂
い

た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
後
に
賜
る

『
光
鈴
』
を
身
近
に
お
か
れ
心
地
よ
い

鈴
の
音
の
よ
う
に
響
き
亘
る
言
葉
の
持

ち
主
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

心
が
け
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

只
今
、
光
守
様
の
お
こ
と
ば
を
代
読

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
『
一
か
ら
や
り
直
し
』
の
気
構
え
で

と
賜
り
ま
し
た
。

　

今
一
度
教
団
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ

と
。
そ
の
原
点
は
大
先
生
の
御
遺
訓
で

あ
り
、
座
右
の
銘
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

「
吾　

あ
る
と
こ
ろ　

必
ず
神
の
御
守

護
あ
り
」

「
吾　

行
ず
る
と
こ
ろ　

必
ず
奇
蹟

現
る
」

　

こ
れ
を
基
本
行
と
し
て
見
つ
め
な
お

し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
今
年
の
教
団
方
針
は
昨
年
か

ら
続
く
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
達
、

信
徒
（
ま
め
ひ
と
）
は
、
明
主
様
の
愛

の
神
光
に
よ
っ
て
魂
を
目
覚
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
正
し
き
道
を
歩
む
こ
と
。

そ
の
道
を
歩
む
に
は
明
主
様
の
教
え
も

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

今
か
ら
遡
る
こ
と
十
六
年
前
の
平
成

二
十
一
年
に
光
守
様
の
御
心
に
よ
り
教

団
綱
領
を
中
心
と
し
た
積
み
重
ね
の
学

び
と
し
て
信
徒
研
修
会
が
始
ま
り
、
多

く
の
テ
キ
ス
ト
を
賜
り
つ
つ
、
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
も
あ
り
昨
年
一
区
切
り
を
終

え
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
毎
月
の
神
成
紙
面
を
活

用
し
て
、
そ
の
学
び
直
し
を
さ
せ
て
頂

く
事
と
な
り
ま
し
た
。
研
修
会
は
三
月

よ
り
布
教
拠
点
の
祭
典
に
合
わ
せ
て
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
学
び
に
よ
り「
力
」

を
つ
け
る
事
も
必
要
で
す
。
一
人
で
も

多
く
の
方
に
学
び
の
機
会
を
持
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

二
月
の
神
成
に
は
『
力
』
と
い
う
神

言
霊
を
賜
り
ま
し
た
。

　

明
主
様
は
宇
宙
に
お
け
る
森
羅
万
象

の
活
動
の
源
泉
は
神
の
力
で
あ
る
と
仰

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

力
と
い
う
字
を
分
解
し
て
み
る
と
、

縦
棒
と
緯
棒
を
十
字
に
結
び
、
横
棒
の

末
端
か
ら
や
や
斜
め
の
棒
を
引
き
そ
の

尾
が
跳
ね
上
が
る
形
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
経
緯
結
ぶ
と
同
時
に
活
動
が
起
こ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
明
主
様
は
、『
力
と
い
う
も

の
は
霊
体
一
致
、
霊
体
が
結
ん
で
力
を

発
生
す
る
の
で
す
。』『
力
と
い
う
の
は
、

一
番
は
病
気
を
治
す
こ
と
で
す
。
こ
こ

（
掌
）
か
ら
出
る
、
目
に
見
え
な
い
、
一

つ
の
気
、
火
素
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の

力
と
い
う
の
が
、
つ
ま
り
霊
体
結
ん
だ

力
な
の
で
す
。』と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
力
は
『
お
ひ
か
り
』
を
か
け
る

こ
と
で
私
た
ち
に
も
与
え
ら
れ
て
お

り
、
浄
霊
に
よ
る
奇
蹟
の
現
れ
が
そ
の

証
で
あ
り
、
明
主
様
が
天
界
に
上
が
ら

れ
、
よ
り
大
き
い
、
強
い
、
神
光
が
無

限
に
届
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
た

ち
は
信
じ
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
の
持
つ
み
え
な
い
力

の
中
に
言
葉
の
力
と
い
う
の
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

良
き
想
念
、
良
き
言
霊
を
発
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
気
を
付
け
て
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

参拝者代表による玉串奉奠

立
春
祭 

お
こ
と
ば

立春の神光降り注ぐ大祭典を迎えた本部御神前
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令
和
七
年
一
月
二
十
三
日
付

佐
藤
直
登　

責
任
役
員　

就
任

戸
塚
大
介　

長
岡
教
会
責
任
者

（
教
会
長
）　

就
任

令
和
七
年
一
月
二
十
六
日
付

窪
田
秀
男　

退
職

以
上
と
な
り
ま
す

教
団 

人
事
異
動
の

お
知
ら
せ

輝
霊
光
納
斎
殿
の
ご
案
内

扇面
「花を見に�人を見に行く�花見哉」

　

輝
霊
光
納
斎
殿
は
、
本
部
礼
拝
堂
の
御
神

前
に
向
か
い
右
側
に
あ
り
ま
す
。
神
成
郷

終
い
納
め
に
伴
い
、
輝
霊
光
吉
宝
殿
に
納

斎
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
御
遺
骨
、
御
遺
髪
、

御
髪
を
御
移
動
さ
せ
て
頂
き
、
令
和
五
年
・

二
〇
二
三
年
九
月
八
日
、
光
守
様
ご
臨
席
の

下
、
祀
り
込
み
が
行
わ
れ
、
宗
主
家
（
大
沼

家
）
お
よ
び
帰
幽
さ
れ
た
信
徒
の
方
々
の
御

遺
骨
、
御
遺
髪
、
ま
た
御
髪
の
納
斎
が
始
め

ら
れ
ま
し
た
。

　

信
徒
の
皆
様
か
ら
輝
霊
光
納
斎
殿
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
声
が
あ

り
、そ
の
様
子
を
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

納
斎
殿
は
主
に
三
分
割
さ
れ
て
お
り
中
心

に
観
音
像
を
お
祀
り
さ
せ
て
頂
き
、
最
上
部

は
宗
主
家
（
大
沼
家
）
の
納
斎
壇
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
納
斎
壇
の
扉
に
は
明
主

様
の
御
描
き
に
な
ら
れ
た
様
々
な
観
音
様
の

御
姿
が
あ
し
ら
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
納
斎
壇

の
名
称
、
納
斎
料
に
つ
き
ま
し
て
は
左
記
の

納
斎
案
内
図
を
ご
参
照
下
さ
い
。
納
斎
の
お

申
込
み
、
ご
予
約
、
ご
相
談
、
ご
質
問
に
つ

き
ま
し
て
は
各
布
教
拠
点
に
て
承
っ
て
お
り

ま
す
の
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　

春
彼
岸
の
祖
霊
様
の
御
供
養
に
際
し
大
光

明
・
明
主
様
の
神
光
間
近
に
降
り
注
ぐ
輝
霊

光
納
斎
殿
へ
の
納
斎
を
お
考
え
に
な
ら
れ
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

輝霊光納斎殿案内図 

＊納斎区画表 

上の壇 
100万円 

宗主家 上の壇 
100万円 

六の壇 
30万円 

七の壇 
40万円 

六の壇 
30万円 

五の壇 
20万円 

 五の壇 
20万円 

縁
ゆかり

の壇 

5万円 

一の壇 
10万円 

御髪 
1万円 

御遺髪 
1万円 

（上段：区画名 下段：納斎料） 

 

＊御遺骨納斎区画（分骨納斎もできます。） 

上の壇：七の壇：六の壇：五の壇：一の壇：縁（ゆかり）の壇 

 

＊お花料（管理料）：1年間 3,000円 

数年分まとめて納める事もできます。（合祀されるまでの 30 年分で 9 万円となります。） 

お花料は願い主に対して 1口となります。 

 

＊納斎から 30年で合祀させていただきます。 
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一の壇 
10万円 

御髪 
1万円 

御遺髪 
1万円 

（上段：区画名 下段：納斎料） 

 

＊御遺骨納斎区画（分骨納斎もできます。） 

上の壇：七の壇：六の壇：五の壇：一の壇：縁（ゆかり）の壇 

 

＊お花料（管理料）：1年間 3,000円 

数年分まとめて納める事もできます。（合祀されるまでの 30 年分で 9 万円となります。） 

お花料は願い主に対して 1口となります。 

 

＊納斎から 30年で合祀させていただきます。 


