
編
纂
者
ま
え
が
き

一
般
社
団
法
人 

白
川
学
館
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編纂者まえがき

当
学
館
の
H
P
内
に
て
検
索
で
き
る
各
講
話
原
文
の
所
在
地
等
の
参
考
資
料
を
添
え
ま
し

た
。読

者
諸
氏
に
と
っ
て
、
本
書
と
の
出
会
い
が
よ
り
深
い
学
び
の
世
界
へ
の
誘
い
と
な
り
、

同
時
に
、
日
々
新
た
な
自
己
を
創
造
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
よ
う
に
と
編
纂
者
一
同
念

願
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
三
年
初
春　

編
纂
者　

記

本
書
（
全
三
巻
）
は
、
当
学
館
の
学
び
の
中
心
に
あ
る
「
祓
い
」「
鎮
魂
」「
言
霊
」
の
三

つ
の
主
題
を
、
よ
り
多
く
の
向
学
心
に
富
む
諸
氏
へ
お
伝
え
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
践
と
と

も
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
日
本
古
来
の
無
形
の
文
化
的
財
産
が
、
こ
れ
か
ら
の
新
し
い
社
会
を

創
造
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

収
載
さ
れ
て
い
る
講
話
は
、
当
学
館
の
創
立
者
で
あ
り
代
表
を
務
め
る
七
澤
賢
治
の
講
話

録
（
当
学
館
の
会
員
サ
イ
ト
「
和
学
教
授
所
」
に
原
文
を
所
収
）
の
中
か
ら
、
編
纂
者
の
責

任
に
お
い
て
、
先
述
し
た
三
つ
の
主
題
に
沿
う
と
思
わ
れ
る
内
容
を
抜
粋
し
、
講
話
者
の
意

図
と
、
講
話
な
ら
で
は
の
語
り
口
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
味
わ
い
を
可
能
な
限
り
損
な
わ
ず
、

同
時
に
、
書
籍
と
し
て
時
の
研
磨
に
も
耐
え
う
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
、
編
集
を
加
え
た

も
の
で
す
。

全
三
巻
は
、
第
一
巻
を
「
祓
い
」、
第
二
巻
を
「
鎮
魂
」、
第
三
巻
を
「
言
霊
」
と
し
て
、

主
題
ご
と
に
構
成
し
、
さ
ら
に
深
く
学
び
を
得
た
い
諸
氏
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
、
巻
末
に
、



巻
末
資
料

１ |  

白
川
伯
王
家
伝
承
祓
詞		

	
	

	
	

244

２ |  

本
書
で
登
場
す
る
神	

	
	

	
	

	

248

３ |  

百
神
一
覧	

	
	

	
	

	
	

250

４ |  

初
出
一
覧	

	
	

	
	

	
	

254

５ |  

吹
き
送
り
大
祓
祝
詞
構
文	

	
	

	
	

262

著
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル	

	
	

	
	

	
	

270

目
次編

纂
者
ま
え
が
き	

	
	

	
	

	

1

１ |
祓
い
と
は	

	
	

	
	

	
	

8

２ |

な
ぜ
祓
い
が
必
要
な
の
か	 	

	
	

	

51

３ |

祓
い
を
す
る
と
見
え
て
く
る
も
の		

	
	

86

４ |

祓
い
の
極
意		

	
	

	
	

	

111

５ |

祓
い
は
め
ぐ
る	

	
	

	
	

	

175

６ |

祓
い
の
意
識
進
化
へ	

	
	

	
	

211



七
澤
賢
治 

講
話
選
集  

一  

祓
い



9 8

１ 祓いとは

父ふ

韻い
ん

と
母
音
が
結
び
合
っ
て
子
音
に
な
る
。
我
々
は
、
そ
の
子
音
を
聞
き
な
が
ら
、
音
色

を
自
己
自
身
に
返
し
て
、
自
己
返
照
し
て
自
分
自
身
の
音
色
を
聞
く
わ
け
で
す
。

あ
る
い
は
、
そ
の
と
き
に
合
わ
さ
っ
た
言
葉
や
役
割
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
神
示

で
す
。
お
祓
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
仏
教
的
・
宗
教
的
に
い
う
と
こ
ろ
の

カ
ル
マ
の
よ
う
な
も
の
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
す
。
私
は
七
十
歳
の

頃
、
自
分
自
身
の
音
色
が
少
し
分
か
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
も
自
分
の
声
の
中

に
嫌
な
も
の
や
、
辛
い
も
の
な
ど
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
悲ひ

き喜
交こ

も
ご
も々

が
入
り
込
ん
で
い
っ

て
声
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
嫌
と
思
わ
な
い
で
聞
く
。

そ
れ
を
客
観
視
し
て
、
自
分
の
今
の
状
態
を
知
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
は
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
自
分
自
身
の
音
色
が
、
神
の
宇
宙
創
造
意
志
に
近
づ
き
、
そ
う

い
う
も
の
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な
言げ

ん

霊れ
い

を
使
っ
て
表
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
客
観
視
だ
と
思
い
ま
す
。
毎
日
、
お
祓
い
を
す
る
と
き
、
自

分
自
身
の
声
を
聞
く
こ
と
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

白
川
は
祓
い
に
始
ま
り
、
祓
い
に
終
わ
る
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
そ
れ
は
書

道
家
が
死
ぬ
ま
で
毎
朝
、
毎
日
、
自
分
の
筆
で
練
習
す
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

我
々
も
祓
い
と
い
う
も
の
が
と
て
つ
も
な
く
深
い
と
い
う
か
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
さ

ま
よ
り
歳
を
重
ね
て
き
た
私
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、
限
り
な
く
追
求
す
る
道
が
あ
る
と
い

祓
い
と
は

1

自
分
自
身
の
音
色
を
聞
く

一
回
一
回
の
祓
い
の
中
に
必
ず
新
し
い
発
見
が
あ
る
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１ 祓いとは

う
か
、
毎
回
毎
回
、
お
祓
い
を
あ
げ
な
が
ら
発
見
が
あ
っ
た
と
い
う
想
い
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
漫
然
と
お
祓
い
を
あ
げ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
必
ず
そ
の
中
に
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。た

と
え
ば
、
大
祓
が
千
年
前
の
古
い
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
葉
の
一
音
一
音
に
深
い

意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
現
代
の
中
で
活
か
せ
る
も
の
を
我
々
は
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
大
祓
を
し
っ
か
り
と
一
音
一
音
唱
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
、
そ
の
深
い
意
味
を
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
て
つ
も
な
い
境
地
が
開
け
る
こ
と
が

あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
解

釈
と
し
て
お
伝
え
で
き
れ
ば
皆
さ
ま
の
励
み
に
も
な
る
と
思
い
ま
す
。
決
し
て
、
漫
然
と
し

た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
回
一
回
の
中
で
、
ひ
と
つ
の
掴
み
ど
こ
ろ
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
祓
い
と
い
う
の
は
創
造
の
始
ま
り
か
ら
の
壮
大
な
神
話
で
あ
り
、
宇
宙
論
を
言
葉
で

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
我
々
の
祓
い
と
い
う
の
は
、
全
部
、
創
造
の
始
ま
り
か
ら
維

持
、
帰き

趨す
う

と
い
う
か
、
綺
麗
に
戻
し
て
い
く
方
法
論
の
壮
大
な
神
話
で
あ
る
の
で
す
。
宇
宙

論
を
言
葉
で
発
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
音
や
光
、
文
字
で
表
す
と
い
う
の
は
な
か
な
か

難
し
い
も
の
な
の
で
す
。

先
日
、
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
柴
田
南
雄
（
※
）

と
い
う
人
の
交
響
曲
『
ゆ
く

河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
』
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、曲
の
後
半
で
は
、鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』

を
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
な
ん
か
も
、
第
九
で
は
、
最
後
の
楽
章
は

合
唱
に
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
す
ね
、
柴
田
南
雄
の
交
響
曲
は
、
た
ぶ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
受
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
全
体
を
使
っ
て
合
唱
を
す
る
ん
で
す
け
れ

ど
も
、見
て
い
る
と
観
客
が
、全
然
、分
か
ら
な
い
よ
う
で
し
た
。感
動
し
な
い
ん
で
す
ね
。「
ゆ

そ
れ
は
創
造
の
始
ま
り
か
ら
の
壮
大
な
神
話

※
柴
田
南
雄

１
９
１
６
〜
９
６
年
。
東
京

生
ま
れ
。
戦
後
日
本
の
現
代

音
楽
界
を
代
表
す
る
音
楽
家

と
し
て
、
作
曲
、
音
楽
評

論
、
音
楽
学
の
分
野
に
大
き

な
足
跡
を
残
す
。
１
９
９
２

年
文
化
功
労
者
に
選
出
さ
れ

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
様
式

や
手
法
が
織
り
込
ま
れ
た
交

響
曲
「
ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶

え
ず
し
て
」（
１
９
７
５
年

作
曲
）
は
柴
田
の
集
大
成
と

い
わ
れ
る
作
品
。
混
声
合
唱

と
朗
読
に
よ
っ
て
鴨
長
明

の
『
方
丈
記
』
の
世
界
が
表

現
さ
れ
る
後
半
の
第
６
〜
８

楽
章
で
は
、
ス
テ
ー
ジ
か
ら

客
席
ま
で
劇
場
空
間
全
体
を

使
っ
て
演
奏
さ
れ
る
「
シ
ア

タ
ー
ピ
ー
ス
」
の
手
法
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
２
０
１
６

年
に
27
年
ぶ
り
に
全
曲
再
演

さ
れ
話
題
を
呼
ん
だ
。
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１ 祓いとは

く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
…
…
」
と
い
く
ら
訴
え
て
も
そ
の
境
地
な
ん
か
全
然
分
か
ら
な

い
。
た
だ
、
綺
麗
な
音
と
い
う
こ
と
で
聴
い
て
い
る
だ
け
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ

れ
で
も
、
柴
田
南
雄
が
作
曲
し
た
交
響
曲
が
日
本
語
の
歌
と
な
る
。
そ
れ
は
我
々
と
し
て
も

参
考
に
な
り
ま
す
。

我
々
に
は
、
そ
の
世
界
が
見
え
ま
し
た
け
れ
ど
、
サ
ン
ト
リ
ー
ホ
ー
ル
全
体
で
、
大お

お

祓は
ら
いが

あ
が
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、
ど
ん
な
感
動
を
す
る
の
か
な
と
見
て
い
ま
し
た
が
、
要
す
る
に

一
番
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
、
そ
う
い
う
言
葉
と
い
う
物
語
、
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
の
物

語
を
伝
え
た
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
や
は
り
物
語
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
の
中
で
一
番
必
要
な
も
の
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
し
っ
か
り
と
自
分
自
身
と
、

自
分
自
身
の
先
祖
で
あ
る
遠と

お

津つ

御み
お
や
の祖

神か
み

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
辿
っ
た
道
で
す
ね
。

そ
こ
に
物
語
を
感
じ
な
い
と
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
は
架
空
で
も
、
仮
説
で
も
よ
い
か

ら
つ
く
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
自
分
自
身
が
、
自
分
自
身
の
家
を
大
切
に
す
る

と
い
う
か
、
一
体
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
物
語
で
す
。
国
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た
、
神
武

天
皇
の
物
語
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

今
、
天
皇
と
い
う
存
在
や
、
古
神
道
、
鎮
魂
と
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る
役
割
で
や
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
憲
法
第
一
条
（
天
皇
は
、
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
、
日
本
国

民
統
合
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
こ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
づ
く
）

と
ど
う
絡
む
か
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
、
国
の
物
語
を

し
っ
か
り
と
押
さ
え
な
い
と
い
け
な
い
。
あ
と
は
、
世
界
の
物
語
と
い
う
も
の
が
古
事
記
上

巻
に
書
か
れ
て
い
る
中
身
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
物
語
と
し

て
、
自
分
の
中
で
動
か
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
脳
も
、
生
活
も
、
思
考
も
、
動
か

し
て
み
る
と
色
々
な
も
の
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
、
環
境
と
の
共
生
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
環
境
で

言
葉
を
使
っ
て
自
然
に
還
る
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１ 祓いとは

は
な
く
、
自
然
と
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
共
振
・
共
鳴
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
他
の

生
命
存
在
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
は
自
然
に
還
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
人
間
は
自
意
識
を
持
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
を
確
立
は
し
た
け
れ

ど
も
、
意
識
が
散
漫
と
い
う
か
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
と
い
う
か
。
思
考
も
そ
う
で
す
ね
。

バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
祓
い
と
か
、
鎮
魂
が
必
要
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
自
然
に
還
る
方
法
と
い
う
の
が
祓
い
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
自
然
に
還
る

と
き
に
日
本
語
を
使
っ
て
祓
い
を
や
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
地
上
の
そ
う
い
う
重
力
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
と
き
に
役
に
立
つ
と
い
う
か
、
自
然
の
そ
の
中
に
入
り
込
む
と
き
、
同

調
し
や
す
い
ん
で
す
ね
。
重
力
に
入
り
込
み
な
が
ら
、旋
転
、旋
回
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
が
今
度
は
「
知
」
に
全
部
入
り
込
ま
な
い
で
、
反
重
力
の
よ
う
に
、
地
上
に
浮
い
て

も
構
わ
な
い
、
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
の
前
提
が
ご
修
行
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
た
ぶ
ん
現
代
の
科
学
の
中
で
も
そ
う
い
う
言
葉
が
、
木も

く

火か

土ど

金こ
ん

水す
い

の
五ご

行ぎ
ょ
うを

調
整
し
て
く
れ
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
空
中
を
自
在
に
動
か
せ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
言
葉
は
も
と
も
と
浮
い
て
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
重
力
が
低
い

わ
け
で
す
ね
。
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
（
類
比
）
を
使
っ
て
、
今
度
は
言
葉
に
よ
っ
て
、
反
重
力

に
な
っ
て
、
そ
の
動
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

お
祓
い
を
あ
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
と
ど
こ
ま
で
共
振
・
共
鳴
し
て
い
け
る
か

と
同
時
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
中
に
入
れ
る
か
ら
環
境
も
よ
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ

は
た
ぶ
ん
白
川
の
“
お
み
ち
”
し
か
な
く
て
、
世
界
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
人
間

と
自
然
が
対
立
し
て
い
る
概
念
で
は
な
く
、
人
間
が
地
か
ら
生
ま
れ
て
、
そ
し
て
地
に
還
り
、

然
る
べ
き
魂た

ま

が
天
に
還
る
と
い
う
方
法
は
“
お
み
ち
”
の
他
に
は
ど
う
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

世
界
で
は
色
々
な
瞑
想
が
流
行
し
て
い
ま
す
が
、
鎮
魂
以
上
の
瞑
想
法
は
た
ぶ
ん
な
い
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
言
葉
で
自
然
と
共
振
・
共
鳴
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
道
は
、

日
本
語
の
1
万
５
０
０
０
年
の
悠
久
の
歴
史
の
中
で
培
っ
た
言
葉
こ
そ
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。


