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さちひろ
天
理
教
で
は
、
神
前
で
「
四
拍
手
一
礼
四
拍
手
」
と
い
う
形

で
参
拝
し
ま
す
。
当
た
り
前
す
ぎ
て
説
明
な
ど
必
要
な
い
と
思

う
の
で
す
が
、
先
日
、
そ
の
点
を
原
稿
に
認
め
る
よ
う
求
め
ら

れ
、
改
め
て
そ
の
意
味
と
歴
史
的
な
背
景
を
調
べ
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
意
外
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
て
、
か
え
っ

て
新
鮮
な
気
分
に
な
っ
た
次
第
で
す
。
そ
こ
で
、
以
下
に
そ
の

消
息
を
ま
と
め
ま
し
た
。
本
紙
巻
頭
に
は
い
さ
さ
か
似
合
わ
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
一
読
を
乞
い
ま
す
。

＊

＊

＊

一
般
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
参
拝
の
作
法
（
神
道
）
で
は
、

「
二
礼
二
拍
手
一
礼
」
だ
そ
う
で
す
。
と
言
っ
て
も
、
今
は
そ

れ
さ
え
も
心
得
な
い
人
が
大
多
数
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
二
礼
二

拍
手
一
礼
に
統
一
さ
れ
た
の
は
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
に
よ
る

も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
、
各
神
社
ま
ち
ま
ち
の
参
拝
の
仕
方
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

現
在
で
も
出
雲
大
社
で
は
、
四
拍
手
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
説
に
よ
る
と
、
神
に
対
し
四
拝
ま
た
は
四
拍
手
す
る
こ
と

は
、
日
本
古
来
の
一
般
の
風
習
で
、
当
時
の
書
物
に
そ
の
由
が

記
さ
れ
て
い
る
と
か
。（
た
と
え
ば
、
『
儀
式
』
巻
三
践
祚
大
嘗

祭
儀
に
、
「
跪
い
て
手
を
拍
つ
こ
と
」
な
ど
と
あ
り
ま
す
）

そ
の
意
味
で
は
、
出
雲
大
社
の
四
拍
手
は
、
旧
儀
を
忠
実
に

伝
え
て
い
る
と
も
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
天
理
教
の
四
拍

手
も
そ
れ
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

＊

＊

＊

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』
や
『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』

に
拍
手
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
か
、
調
べ
ま
し
た
。

「
お
帰
り
の
時
に
は
、
信
者
の
人
々
が
多
数
、
お
迎
え
に
押

し
寄
せ
た
の
で
、
監
獄
署
の
門
前
は
一
面
の
人
で
、
午
前
十
時
、

教
祖
が
門
か
ら
出
て
来
ら
れ
る
と
、
信
者
達
は
パ
チ

く
と
拍

手
を
打
っ
て
拝
ん
だ
。」（『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
』
第
九
章
）

「
明
治
十
七
年
頃
の
話
。
教
祖
が
、
監
獄
署
か
ら
お
出
ま
し
の

日
が
分
か
っ
て
来
る
と
、
監
獄
署
の
門
前
に
は
、
早
く
か
ら
、

人
が
一
杯
に
な
っ
て
待
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
拝
ん
だ
ら
、

い
か
ん
。
」
と
言
う
て
、
巡
査
が
止
め
に
廻
わ
っ
て
も
、
一
寸

で
も
教
祖
の
お
姿
が
見
え
る
と
、
パ
チ
パ
チ
と
拍
手
を
打
っ
て

拝
ん
だ
。
」
（
『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
一
五
三

お
出

ま
し
の
日
）

わ
ず
か
に
、
こ
の
二
件
で
す
。
両
方
と
も
、
教
祖
を
神
様
と

し
て
拝
を
す
る
一
般
の
人
々
が
、
「
パ
チ
パ
チ
と
拍
手
を
打
っ

て
拝
ん
だ
」
と
あ
っ
て
、
二
拍
手
で
拝
し
て
い
た
と
推
測
で
き

ま
す
。

ま
た
『
稿
本
天
理
教
中
山
真
之
亮
伝
』
に
、
教
祖
五
年
祭
の

式
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
「
二
拝
短
手
」
「
四

拝
八
平
手
」
と
い
う
文
字
が
見
え
ま
す
。

四

拍

手

の

由

来

と

そ

の

意

味

…

天
理
教
の
参
拝
は
、
四
拍
手
が
基
本
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
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教
会
の
動
き

■
朝
づ
と
め
…
毎
朝
・
６
時
30
分

■
夕
づ
と
め
…
毎
夕
・
７
時
00
分

■
春
季
大
祭
…
１
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
秋
季
大
祭
…
10
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
月
次
祭
…
毎
月
21
日

午
後
１
時
30
分

■
春
・
秋
季
霊
祭
…

３
月
22
日
・
９
月
22
日

午
後
１
時
30
分

※
教
会
の
場
所
は
、
左
の
地
図
の

マ
ー

ク
。
市
立
公
民
館
の
裏
・
西
側
で
す
。

■
「
第
一
回
狹
山
躍
進
の
集
い
」
開
催

さ
る
10
月
28
日
（
日
）
に
、
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
参
加
者
、
約
三
〇
〇
名
で
し
た
。

午
前
十
時
よ
り
、
お
つ
と
め
ま
な
び
を
十

四
交
替
で
つ
と
め
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
田

中
善
太
郎
・
中
河
・
前
大
教
会
長
様
の
講
話

を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
に
弁
当
な
ど
が
配
布

さ
れ
、
狹
山
鼓
笛
隊
の
演
奏
、
ハ
ー
プ
と
フ

ル
ー
ト
の
華
麗
な
演
奏
、
そ
し
て
最
後
に
、

大
抽
選
会
と
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

教会の動き さちひろ

さ
ち
ひ
ろ

第
21
号

編
集
兼
発
行
人
・
山

口

渡

平
成
19
年
11
月
21
日

大
阪
狭
山
市
今
熊
１
丁
目
１
１
３
３
番
地

℡
・
０
７
２-

３
６
５-

２
５
７
１

《
編

集

後

記
》

▼
先
月
か
ら
今
月
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
い
ろ

い
ろ
と
行
事
が
目
白
押
し
で
、
結
局
本
紙
の
編

集
も
ま
ま
ら
ず
、
一
月
遅
れ
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

▼
上
記
「
狹
山
役
員
の
集
い
」
に
つ
づ
い
て
、

十
一
月
五
日
に
は
、
恒
例
に
な
り
ま
し
た
阪
南

支
部
第
五
組
の
第
23
回
お
つ
と
め
総
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
大
阪
狭
山
市
内
の
よ
ふ
ぼ
く
の

方
々
を
中
心
に
、
お
つ
と
め
ま
な
び
を
つ
と
め
、

特
注
の
お
弁
当
、
特
製
の
お
吸
い
物
と
ぜ
ん
ざ

い
を
い
た
だ
い
て
、
無
事
閉
幕
し
ま
し
た
。

▼
今
月
か
ら
、
阪
南
支
部
で
も
天
理
時
報
の
手

配
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。

▼
わ
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ブ
ロ
グ
の
方
も
ご
覧

く
だ
さ
い
。http://sachihiro.com

「
＃
や
ま
さ

ん
の
ブ
ロ
グ
」
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。



- 2 -

幸せを届ける言葉 さちひろ

高
橋
美
津
志
「
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
」

（
善
本
社
刊
）
か
ら

喜
び
は
悲
し
み
を
消
す

人
は
み
な
、
誰
で
も

う
れ
し
い
と
き
や
、
悲
し
い
と
き
が
あ
る
。

う
れ
し
い
こ
と
が
た
と
え
小
さ
く
と
も

大
き
く
喜
び
、
周
囲
に
大
い
に
語
れ
。

逆
に
、
辛
い
こ
と
、

悲
し
い
こ
と
の
泣
き
言
は
、

ひ
そ
か
に
、
ト
イ
レ
の
中
で

小
さ
い
声
で
こ
ぼ
せ
。

大
は
小
を
消
す
よ
う
に
、

や
が
て
、
喜
ぶ
明
る
さ
が
、

悲
し
み
の
暗
さ
を
消
し
て
、

明
る
い
人
間
を
作
る
。

い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

明
る
い
人
間
に
、

幸
福
が
宿
り
、

く
ら
い
人
間
に
、
不
幸
が
住
む
。

拍
手
打
ち
方
に
は
、
古
来
い
く
つ
か
の
種

類
が
あ
り
ま
す
。
三
回
以
下
の
も
の
は
「
短

拍
手
（
み
じ
か
て
）
」
と
呼
ば
れ
る
そ
う
で

す
。
出
雲
大
社
、
宇
佐
八
幡
の
四
回
、
伊
勢

神
宮
の
八
回
な
ど
、
四
回
以
上
手
を
打
つ
も

の
は
「
長
拍
手
（
な
が
て
）
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
そ
の
他
に
、
八
回
打
っ
た
後
に
再
度
短

拍
手
を
一
回
打
つ
も
の
を
「
八
開
手
（
や
ひ

ら
て
）
」
と
い
う
よ
う
で
す
。
上
記
の
「
四

拝
八
平
手
」
は
そ
の
よ
う
な
打
ち
方
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
ま
た
神
葬
祭
で
音
を
出
さ
ず

に
打
つ
「
忍
手
（
し
の
び
て
）
」
な
ど
も
あ

る
と
の
こ
と
。
し
か
し
、
教
祖
五
年
祭
の
折

の
こ
の
式
自
体
、
神
道
の
様
式
に
則
っ
て
行

わ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
天
理
教
の
色
合
い

は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
神
道
で
、
直
会
で
盃
を
受
け
る

と
き
に
一
回
打
つ
「
礼
手
（
ら
い
し
ゅ
）
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
二
拍
手
の
省
略

形
で
し
ょ
う
か
。

天
理
教
の
人
は
、
食
事
の
前
に
二
拍
手
す

る
の
は
、
礼
手
の
よ
う
に
、
四
拍
手
の
省
略

形
な
の
で
し
ょ
う
か
。

革
新
の
時
代
（
戦
前
）
に
、
「
天
理
王
命
」

と
い
う
神
名
の
使
用
が
政
府
か
ら
禁
止
さ
れ

た
時
代
に
、
み
か
ぐ
ら
う
た
の
神
名
の
部
分

を
二
拍
手
で
代
替
し
た
よ
う
に
、
神
名
を
念

じ
る
代
わ
り
に
二
拍
手
を
打
つ
よ
う
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

お
さ
づ
け
取
り
次
ぎ
の
時
も
二
拍
手
で
す

が
同
じ
経
緯
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

な
ど
な
ど
詳
細
不
明
で
す
。

＊

＊

＊

先
人
の
方
は
、
四
拍
手
の
教
理
的
な
意
義

を
「
幸
せ
の
（
し
あ
わ
せ
・
四
つ
を
合
わ
せ

る
）
誓
い
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
間
を
創
造
さ
れ
化
育
さ
れ
て
い
る
元
の

神
・
実
の
神
で
あ
る
親
神
様
は
、
い
つ
も
人

間
が
幸
せ
を
な
る
よ
う
お
働
き
に
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
病
気
を
治
し
下
さ
い
と
か
、
幸

せ
に
し
て
く
だ
さ
い
な
ど
と
念
じ
る
必
要
は

な
く
、
お
願
い
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

日
の
誓
い
を
申
し
上
げ
る
の
で
す
。

四
つ
を
合
わ
せ
る
誓
い
、
（
１
）
天
の
理

に
心
を
合
わ
せ
る
、
（
２
）
親
に
心
を
合
わ

せ
る
、
（
３
）
妻
や
夫
（
二
人
相
互
）
に
心

を
合
わ
せ
る
、
（
４
）
子
供
に
、
人
に
、
周

囲
に
心
を
合
わ
せ
る
、
こ
の
四
つ
に
心
を
合

わ
せ
る
誓
い
が
、
四
拍
手
だ
と
い
う
の
で
す
。

語
呂
合
わ
せ
の
よ
う
で
す
が
、
的
を
射
た
説

明
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
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教
祖
が
、
桝
井
伊
三
郎
に
お
聞
か
せ
下
さ

れ
た
の
に
、

「
内
で
良
く
て
外
で
悪
い
人
も
あ
り
、
内

で
悪
く
外
で
良
い
人
も
あ
る
が
、
腹
を
立

て
る
、
気
侭
癇
癪
は
悪
い
。
言
葉
一
つ
が

肝
心
。
吐
く
息
引
く
息
一
つ
の
加
減
で
内
々

治
ま
る
。
」

と
。
又
、

「
伊
三
郎
さ
ん
、
あ
ん
た
は
、
外
で
は
な

か
な
か
や
さ
し
い
人
付
き
合
い
の
良
い
人

で
あ
る
が
、
我
が
家
に
か
え
っ
て
、
女
房

の
顔
を
見
て
ガ
ミ
ガ
ミ
腹
を
立
て
て
叱
る

こ
と
は
、
こ
れ
は
一
番
い
か
ん
こ
と
や
で
。

そ
れ
だ
け
は
、
今
後
決
し
て
せ
ん
よ
う
に
。」

と
、
仰
せ
に
な
っ
た
。

桝
井
は
、
女
房
が
告
口
を
し
た
の
か
し
ら
、

と
思
っ
た
が
、
い
や
い
や
神
様
は
見
抜
き
見

通
し
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
、
と
思
い
返
し
て
、

今
後
は
一
切
腹
を
立
て
ま
せ
ん
、
と
心
を
定

め
た
。
す
る
と
、
不
思
議
に
も
、
家
へ
か
え
っ

て
女
房
に
何
を
言
わ
れ
て
も
、
一
寸
も
腹
が

立
た
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。

■
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
の
中
で
大
事
な
の

は
、
「
日
々
」
と
「
内
々
」
で
す
。
毎
日
の

積
み
重
ね
が
暮
ら
し
を
支
え
ま
す
。
そ
し
て

最
も
身
近
な
「
内
」
す
な
わ
ち
家
族
と
の
関

わ
り
で
す
。
と
く
に
言
葉
が
重
要
だ
と
思
い

ま
す
。
言
葉
は
人
と
の
交
わ
り
の
、
行
為
の

は
じ
ま
り
。
言
葉
の
使
い
方
に
は
、
よ
く
よ

く
心
が
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
く
に
家
族
、

さ
ら
に
夫
婦
間
の
言
葉
の
交
わ
り
の
大
切
さ

を
こ
の
お
話
は
語
っ
て
い
ま
す
。

■
「
言
葉
た
ん
の
う
は
道
の
肥
、
満
足
は
道

の
肥
、
満
足
は
八
方
広
が
る
理
で
あ
る
」
と

教
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
一
方
、
不
足
の
言
葉

は
出
さ
ん
よ
う
、
我
が
身
の
不
足
を
言
っ
て

て
い
て
は
人
だ
す
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
不
足

の
言
葉
は
「
臭
い
息
」
の
よ
う
な
も
の
で
、

腐
る
心
か
ら
出
て
、
人
の
心
を
腐
ら
せ
ま
す
。

同
じ
口
か
ら
出
さ
れ
る
息
で
あ
っ
て
も
、
吹

き
方
、
そ
の
状
況
に
よ
っ
て
、
暖
い
息
に
も

な
り
、
冷
た
い
風
に
も
な
り
ま
す
。
親
の
息

で
子
は
育
ち
、
親
の
風
で
子
が
死
ぬ
、
と
言

い
ま
す
。

お
や
さ
ま
は
「
切
り
口
上
、
捨
て
言
葉
、

あ
い
そ
つ
か
し
は
せ
ぬ
よ
う
に
」
と
仰
し
ゃ

い
ま
し
た
。
口
に
出
し
て
言
っ
た
ら
言
っ
た

そ
の
者
が
、
言
っ
た
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

ま
た
、
人
の
悪
口
い
わ
ん
よ
う
、
蔭
口
つ

げ
口
は
せ
ぬ
よ
う
、
人
を
悪
く
い
わ
ん
よ
う
、

人
を
く
さ
さ
ん
よ
う
、
そ
し
り
笑
い
は
し
な

い
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

■
「
声
」
は
「
肥
」
で
す
。
言
葉
の
か
け
よ

う
一
つ
で
肥
に
も
な
る
し
、
ま
た
害
に
も
な

る
も
の
で
す
。
せ
っ
か
く
か
け
る
以
上
は
肥

と
し
て
効
く
よ
う
、
よ
い
声
を
か
け
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

■
口
は
噛
み
分
け
と
吹
き
分
け
を
し
ま
す
。

食
物
は
身
の
養
い
、
言
葉
話
は
心
の
養
い
と

な
る
と
思
案
し
て
、
真
実
の
話
は
し
っ
か
り

聞
き
、
そ
し
て
真
実
の
話
を
さ
せ
て
も
ら
わ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
の
言
う
こ
と
は
聞
き
よ

う
一
つ
で
す
。
人
に
耳
を
貸
す
、
よ
う
聞
か

せ
て
く
れ
た
、
よ
う
聞
い
て
く
れ
た
、
こ
れ

が
大
事
で
す
ね
。
わ
た
し
の
口
か
ら
は
、
い

い
言
葉
を
出
し
、
人
の
口
か
ら
出
る
言
葉
は
、

聞
き
に
く
い
言
葉
で
も
、
息
を
吸
う
よ
う
に

耳
を
傾
け
心
に
治
め
ま
し
ょ
う
。

さちひろ 逸話篇から・言葉一つ

『
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逸
話
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