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因
縁
な
ど
を
受
け
継
い
で
、
今

日
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら

苦
難
は
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
す
が
、
自
分
の
為
に
も
子
孫

の
為
に
も
新
し
い
因
縁
だ
け
は

作
ら
な
い
様
に
、
毎
日
を
生
活

し
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、『
生
か
さ
れ
て
い

る
』
事
に
対
し
て
感
謝
の
念
を

常
に
持
ち
続
け
る
努
力
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
感
謝
の
言
葉
と
し
て

一
番
使
わ
れ
る
の
は
『
あ
り
が

と
う
』
と
い
う
言
葉
で
す
が
、

本
来
の
意
味
は
、
神
の
お
手
振

り
に
よ
る
奇
跡
や
恵
み
に
対
し

て
、
有
る
こ
と
が
難
し
い
、
有

難
し
と
神
を
讃た
た

え
て
発
し
た
言

葉
だ
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
世
の
中
、
自
分
の
意
志

と
は
関
係
な
く
多
く
の
人
間
が

生
ま
れ
、
そ
し
て
死
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
の
現
実
を
考
え
て
み
れ
ば

『
生
か
さ
れ
て
い
る
』
こ
と
が

い
か
に
『
有
難
き
』
こ
と
か
が

わ
か
る
は
ず
で
す
。

　

大
神
様
に
対
し
て
は
『
苦
し

い
時
の
神
頼
み
』
の
人
が
多
い

と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
神
様
は
、『
来

た
る
者
』
に
対
し
て
は
、
い
つ

で
も
大
手
を
広
げ
て
待
っ
て
い

（
恩
み
た
ま
の
ふ
ゆ

頼
）
を
お
受
け
に
な
れ
る

と
い
う
点
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
御
神
体
も
拝
見

で
き
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
何
度
も
申
し
上
げ

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
大
神
様

は
、
ご
利り

益や
く

を
求
め
な
い
感
謝

の
お
ま
い
り
を
一
番
お
喜
び
に

な
ら
れ
ま
す
。

　

大
国
主
大
神
を
信
仰
し
て
い

る
私
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
感

謝
の
気
持
ち
だ
け
は
、
い
つ
で

も
忘
れ
ず
に
持
ち
続
け
た
い
も

の
で
す
。

　

人
間
は
、
自
分
の
意
志
で
生

ま
れ
様
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と

の
出
来
る
も
の
で
は
決
し
て
あ

り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
自
分
一
人
が
勝
手

に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、

は
る
か
な
祖
先
か
ら
つ
な
が
る

大
き
な
意
志
に
よ
っ
て
、
今
こ

こ
に
『
生
か
さ
れ
て
い
る
』
の

で
す
。

　

我
々
人
間
は
、
こ
の
世
（
顕

世
）
に
、
前
世
（
生
ま
れ
変
わ

る
前
）
の
果
た
し
や
、
先
祖
の

て
下
さ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大

神
様
の
波
長
は
、
我
々
の
魂
を

浄
化
し
て
下
さ
い
ま
す
。

　

一
般
の
方
々
は
、
仏
語
は

色
々
知
っ
て
い
て
も
＂
幸
さ
き
み
た
ま
く
し

魂
奇

魂み
た
ま
ま
も
り
た
ま
ひ
さ
き
は
ひ
た
ま
え

守
給
幸
給
＂
と
い
う

神
語
4

4

を
知
ら
な
い
と
い
う
方

は
、
残
念
な
が
ら
多
数
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
が
現
状
で
す
。

　

し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
よ

う
や
く
、
大
き
な
神
社
で
は
、

神
語
が
書
か
れ
た
札
が
目
に
付

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

信
者
の
皆
様
は
、
も
ち
ろ
ん

神
語
を
機
会
あ
る
ご
と
に
唱
え

て
い
る
の
で
良
く
ご
存
知
だ
と

思
い
ま
す
が
、＂
ど
う
い
う
意

味
で
す
か
？
＂
と
聞
か
れ
て
答

え
ら
れ
る
方
は
、
案
外
少
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

幸
魂
（
さ
き
み
た
ま
）
と
は

人
を
幸
福
に
な
ら
し
め
る
活
動

の
み
た
ま
で
す
。

　

奇
魂
（
く
し
み
た
ま
）
と
は

目
に
見
え
な
い
不
思
議
な
力
を

発
揮
す
る
み
た
ま
、
ま
た
、
も

の
ご
と
を
く
し
わ
け
て
、
正
し

い
信
念
を
持
つ
み
た
ま
で
す
。

　

神
語
に
出
て
く
る
＂
魂
＂
に

は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
り

大
国
主
大
神
の
真
の
神
た
ら
し

め
た
魂
そ
の
も
の
で
す
。

　

わ
か
り
や
す
く
言
い
か
え
ま

す
と
、
人
生
に
は
目
に
見
え
る

世
界
だ
け
で
な
く
、
目
に
見
え

な
い
世
界
の
真
理
の
あ
る
こ
と

を
、
大
国
主
大
神
は
、
御
自
分

の
体
験
を
と
お
し
て
私
た
ち
に

教
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　

大
祭
は
、
最
も
重
要
な
御
祭

で
す
。

　

皆
様
も
春
季
例
大
祭
に
参
列

さ
れ
、
大
神
様
か
ら
の
良
い
波

長
の
シ
ャ
ワ
ー
を
直
接
浴
び
て

魂
を
浄
化
し
て
頂
き
、
気
力
を

奮
い
立
た
せ
ま
し
ょ
う
。

　

皆
様
の
心
か
ら
の
お
ま
い
り

を
大
神
様
も
お
待
ち
の
こ
と
と

思
い
ま
す
。

春
季
例
大
祭
式
次
第

浦
安
の
舞

参
進

修
祓

開
扉

総
拝

献
饌

謝
恩
詞

祝
詞

出
雲
の
巫
女
舞

玉
串
拝
礼

総
拝

斎
主
挨
拶

退
下

御 扉 が 開 い て い る 出 雲 の 十 九 社 （ 神 在 祭 に て ）

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

春
季
例
大
祭

　

今
年
も
五
月
三
十
日
の
春
季

例
大
祭
ま
で
半
月
余
り
と
な
り

ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
大
祭
で
す
が
、

一
番
の
特
徴
は
、
御
扉
が
開

き
直
接
大
神
様
か
ら
の
波
長
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●
心
友
会
だ
よ
り
布
教
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
心
友
会
だ
よ
り
を
年
間
千
八
百
円

（
一
部
に
つ
き
）
で
お
わ
け
し
ま
す
。

　
親
戚
の
方
や
、
知
人
の
方
に
お
渡

し
く
だ
さ
い
。

　
こ
ち
ら
か
ら
直
接
郵
送
も
可
能
で
す
。

　（
郵
送
先
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。）

●
会
長
先
生
の
ご
著
書
ご
ざ
い
ま
す

　
会
長
先
生
の
ご
著
書
、「
日
本
の
心

神
道
入
門
」（
再
版
）、「
霊
の
め
ぐ

み
霊
の
さ
わ
り
」、「
神
霊
の
奇
跡
」、

「
神
の
こ
こ
ろ
・
霊
の
め
ぐ
み
」、

　
全
て
、
末
広
会
に
て
販
売
し
て
お

り
ま
す
。

　
在
庫
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
求
め
下
さ
い
。

ご
不
明
な
点
等
、ご
ざ
い
ま
し
た
ら

　
○
四
四
（
九
七
六
）
○
七
○
八

佐
藤
ま
で

心
友
会
コ
ー
ナ
ー

●
各
種
贈
答
品
承
り
ま
す
。

　
多
少
に
拘
ら
ず
、
お
気
軽
に
ご
用
命

下
さ
い
。

●
冠
婚
葬
祭
用
カ
タ
ロ
グ
ご
ざ
い
ま
す
。

　
自
由
に
選
べ
る
カ
タ
ロ
グ
カ
デ
ュ
ー
。

　
予
算
別
に
は
、贈
答
品
文
庫
カ
タ
ロ
グ
。

　
是
非
ご
利
用
下
さ
い
ま
せ
。

　
詳
し
く
は
お
電
話
に
て
。

●
宮
城
県
産
、
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
御
奉
納

米
と
し
て
承
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
自
宅
用
と
し
て
も
、
名
水

の
逸
品
の
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
。

　
発
送
も
致
し
て
お
り
ま
す
。

●
多
良
間
島
産
の
黒
糖

　
販
売
開
始

　
さ
と
う
き
び
か
ら
作
ら
れ
た
本
物
の

黒
糖
で
す
。

　
是
非
、
お
求
め
下
さ
い
。

●
新
製
品
続
々
登
場

　
※
詳
し
く
は
、
お
店
に
て
。

●
他
に
も
多
数
商
品
ご
ざ
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
、
資
料
請
求
は
、

○
四
四
（
九
七
六
）
二
八
八
二
ま
で

末
広
会
コ
ー
ナ
ー

大
祓
祭

　

古
来
の
日
本
人
は
、
目
に
見

え
な
い
神
々
や
先
祖
に
対
し
て

畏
敬
の
念
を
持
っ
て
毎
日
を
生

活
し
て
い
ま
し
た
。

　

現
代
の
日
本
人
は
と
言
う
と

科
学
の
進
歩
や
経
済
の
発
達
に

伴
っ
て
、
こ
う
し
た
目
に
見
え

な
い
神
々
や
先
祖
の
霊
の
存
在

ま
で
も
信
用
し
な
い
人
々
が
、

あ
ま
り
に
も
多
過
ぎ
ま
す
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間

自
身
の
都
合
で
、
勝
手
に
自
然

を
破
壊
し
た
り
、
大
気
を
汚
染

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
『
便
利
な
生
活
』
の
代
償
と

し
て
『
健
康
な
身
体
』
を
失
う

事
は
、
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か

な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
。

　

全
て
は
神
か
ら
お
授
か
り
し

た
尊
い
生
命
な
の
で
す
。

　

今
年
も
大
祓
祭
が
近
づ
い
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　

大
祓
祭
は
、
我
が
国
上
代
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
祓
式
で
す
。

　

一
定
の
制
式
と
し
て
定
め
ら

れ
た
の
は
、
大
宝
令
、
つ
い
で

延
喜
式
で
、
式
の
祝
詞
式
の
う

ち
に
、
六
月
、
十
二
月
の
大
祓

詞
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

六
月
は
、
五
行
で
い
う
と
、

夏
と
秋
の
交
替
期
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。

　

昔
か
ら
不
思
議
な
事
に
は
、

こ
の
時
期
に
は
ど
う
い
う
わ
け

か
疫
病
や
水
害
が
多
く
、
対
立

関
係
に
あ
る
二
つ
の
季
節
が
打

ち
合
う
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
人
の
身
に
振
り
か
か

る
災
い
や
穢
れ
は
、
区
切
り
の

よ
い
と
こ
ろ
で
祓
う
必
要
も
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
が

六
月
晦
日
の
大
祓
祭
で
、
特
に

こ
の
大
祓
祭
を
夏な

越ご
し

の
祓
は
ら
い
と
呼

ん
で
い
ま
す
。（
ち
な
み
に
出

雲
心
友
教
会
で
は
、
最
終
日
曜

の
二
十
七
日
で
す
。）

　

ひ
と
口
に
祓
い
の
方
法
と
言

っ
て
も
様
々
な
種
類
が
あ
り
ま

す
。

　

水
を
も
っ
て
心
身
を
清
め
る

禊み
そ

ぎ
や
、
火
打
ち
石
に
よ
る
切

り
火
の
祓
い
、
祓
は
ら
え
ぬ
さ幣
に
よ
る
祓

い
や
茅ち

の
輪わ

を
く
ぐ
る
方
法
な

ど
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
何
と

言
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
の
は

言こ
と
だ
ま霊
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
出
雲
心
友
教
会
で

も
当
然
、
こ
の
言
霊
に
よ
る
大

祓
祭
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

人
間
は
、
日
常
生
活
に
お
い

て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

言
葉
な
ど
で
人
を
傷
つ
け
て
い

る
も
の
で
す
。

　

そ
の
罪
穢
れ
を
自
分
自
身
が

発
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
言
霊

で
祓
い
清
め
る
の
で
す
。

　

大
祓
詞
は
、
約
九
百
文
字
か

ら
な
り
、
こ
の
中
に
は
我
が
国

体
の
あ
り
方
、
天
皇
統
治
の
あ

り
方
及
び
国
民
の
罪
を
祓
い
清

め
て
、
正
し
い
人
間
に
な
る
た

め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、

祓
い
の
方
法
が
皇
祖
神
の
遺
訓

と
し
て
、
お
ご
そ
か
に
宣
言
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

天
あ
ま
つ
つ
み罪
と
国
く
に
つ
つ
み罪
と
を
祓
う
起
源

は
上
代
に
あ
っ
て
、
日
本
書
紀

で
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
犯

し
た
罪
に
よ
っ
て
天
岩
戸
が
閉

ま
り
、
こ
れ
を
開
く
段
に
、
天

児
屋
命
の
奏
上
し
た
祝
詞
を
、

「
解は
ら
へ除
の
太ふ
と
の
り
と

諄
辞
」
と
称
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
大
祓
詞
に

相
当
し
ま
す
。
古
語
捨
遺
で
も

天
罪
・
国
罪
は
、
中
臣
祓
詞
に

あ
る
と
見
え
て
い
る
よ
う
に
、

上
代
か
ら
大
祓
の
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

大
祓
は
、
平
安
末
に
衰
え
、

応
仁
の
乱
以
後
に
は
中
絶
し
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
明
治
維
新

後
の
一
八
七
一
年
に
旧
儀
を
再

興
し
て
、
天
下
一
般
に
執
行
せ

し
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
後
、
大
祓
は
皇
室
に

お
い
て
も
百
官
の
代
表
を
召
し

て
行
な
わ
れ
、
全
国
の
神
社
に

お
い
て
も
氏
子
の
代
表
を
集
め

て
執
行
し
て
い
ま
す
。

　

私
達
の
祖
先
の
頃
は
、
海
に

は
海
の
神
、
山
に
は
山
の
神
、

土
に
は
土
の
神
と
い
う
様
に
、

森
羅
万
象
こ
と
ご
と
く
に
魂
が

宿
っ
て
い
る
と
信
じ
て
生
活
し

て
い
ま
し
た
。

　
『
万
葉
集
』
に
も
「
敷
島
の

倭や
ま
との
国
は
言こ
と
だ
ま霊
の
佑た
す

く
る
国

ぞ
」（
柿
本
人
麻
呂
）
と
あ
り

ま
す
様
に
、
日
常
の
会
話
の
中

に
も
言
葉
の
神
、
即
ち
言こ
と
だ
ま霊

が

存
在
す
る
事
を
信
じ
て
疑
わ
な

か
っ
た
の
で
す
。

　

人
間
の
歴
史
に
お
い
て
も
、

何
ら
か
の
折
に
発
せ
ら
れ
た
一

言
に
よ
っ
て
心
が
動
か
さ
れ
、

人
生
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た

と
言
う
様
な
例
は
、
数
多
く
あ

リ
ま
す
。

　

そ
れ
程
、
言
葉
に
は
重
要
な

波
長
、
即
ち
言こ

と
だ
ま霊
が
存
在
し
て

い
る
の
で
す
。

　

言
葉
は
心
の
鏡
で
す
。

　

尚
、
六
月
二
十
七
日
（
日
）

の
当
日
、
大
祓
祭
に
お
み
え
に

な
れ
な
い
方
は
、
ご
自
宅
の
御

神
前
で
大
祓
詞
を
三
回
奏
上
し

て
下
さ
い
。
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ご商談、ご宴会、
各種会合に
ご利用下さい。

千
家
尊
福

　

出
雲
大
社
を
『
記
紀
』
神
話

か
ら
始
め
て
、
禁
裡
（
皇
居
、

宮
中
）
と
の
関
係
を
説
き
、
並

の
神
社
と
は
い
か
に
違
う
か
と

い
う
認
識
を
徹
底
さ
せ
る
た
め

に
貢
献
し
た
人
は
、
幾
人
も
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
人
が
千
家
尊
福
公

で
す
。

　

尊
福
は
、
文
部
大
臣
井
上
毅

の
求
め
に
応
え
て
、「
一
月
一

日
」
の
歌
詞
を
つ
く
り
ま
し
た

が
、
こ
の
歌
は
終
戦
ま
で
小
学

校
に
お
い
て
、
元
旦
に
は
必
ず

歌
わ
れ
た
有
名
な
歌
で
し
た
。

　

明
治
二
十
六
年
八
月
に
官
報

に
お
い
て
公
布
さ
れ
、
以
後
、

拝
賀
式
な
ど
で
歌
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

尊
福
は
旧
派
の
歌
人
で
あ
っ

て
、
実
に
多
才
で
し
た
。

　

し
か
し
、
尊
福
が
命
が
け
で

か
か
わ
っ
た
の
は
、
歌
づ
く
り

よ
り
も
神
道
と
政
治
で
し
た
。

　

伊
藤
博
文
の
勧
め
に
従
い
、

出
雲
大
社
の
大
宮
司
の
職
を
弟

に
ゆ
ず
っ
て
官
界
に
進
出
。

　

神
道
管
長
か
ら
大
教
院
、
元

老
院
議
官
、
文
部
省
普
通
学
務

局
長
な
ど
を
経
て
、
東
京
府
知

事
や
司
法
大
臣
を
務
め
、
政
治

家
と
し
て
活
躍
し
ま
し
た
。

　

明
治
の
初
め
に
大
教
院
が
設

置
さ
れ
た
時
の
事
で
す
。

　

明
治
政
府
は
祭
政
一
致
を
か

か
げ
、
神
祇
官
を
再
興
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
明
治
四
年
（
一

八
七
一
）
に
は
神
祇
省
と
改
称

さ
れ
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

に
は
、
教
部
省
と
な
り
ま
し
た
。

　

教
部
省
で
は
神
社
と
寺
院
に

関
す
る
行
政
と
宣
教
活
動
を
行

な
う
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
国
民

の
教
化
に
あ
た
る
た
め
の
「
教

導
職
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
教
導
職
は
、
神
官
と
僧

侶
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
、
実
地
の
教
化
に
あ

た
る
前
に
、
し
っ
か
り
学
習
を

し
て
、
そ
れ
な
り
の
知
識
、
教

養
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
お
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
教
導
職
の
養
成
機
関

と
し
て
、
大
教
院
が
設
置
さ
れ

ま
し
た
。
初
め
、
大
教
院
は
麹

町
に
あ
り
、
後
に
増
上
寺
に
移

さ
れ
ま
し
た
。

　

次
第
に
僧
侶
た
ち
は
、
大
教

院
か
ら
別
れ
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
動
き
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
神
道
内
部

に
お
い
て
は
「
祭
神
」
を
め

ぐ
っ
て
論
争
が
巻
き
起
こ
り

ま
し
た
。
大
教
院
の
祭
神
は
、

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

御
中
主
神
、
高た
か
み
む
す
び
の
か
み

皇
産
霊
神
、

神か
み
む
す
び
の
か
み

皇
産
霊
神
、
天
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
の
四

柱
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

千
家
尊
福
は
、
こ
の
四
柱
に

大
国
主
大
神
を
加
え
て
五
柱
と

す
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。

大
国
主
大
神
は
、
今
さ
ら
言
う

ま
で
も
な
く
出
雲
大
社
の
祭
神

で
す
。

　

本も
と
お
り
の
り
な
が

居
宣
長
や
平ひ
ら
た
あ
つ
た
ね

田
篤
胤
の
流

れ
を
く
む
神
道
家
お
よ
び
学
者

は
、
こ
の
意
見
に
も
ち
ろ
ん
賛

成
で
し
た
。

　

し
か
し
、
伊
勢
神
宮
の
大
宮

司
で
あ
る
田
中
頼
庸
を
中
心
と

す
る
伊
勢
派
は
、
尊
福
の
主
張

を
容
れ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

千
家
尊
福
は
、
執
拗
に
論
陣

を
張
り
、
四
度
ま
で
も
提
議
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
日
本
中
の
神
社

は
、
出
雲
派
と
伊
勢
派
の
グ
ル

ー
プ
に
真
二
つ
に
分
か
れ
て
、

対
立
す
る
形
と
な
り
、
論
争
は

蜿
蜒
と
続
け
ら
れ
、
容
易
に
決

着
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

副
島
種
臣
や
大
隈
重
信
が
取

調
委
員
に
選
ば
れ
ま
し
た
が
、

結
論
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）

の
一
月
、
天
皇
の
勅
裁
に
よ
る

こ
と
と
な
り
、
残
念
な
が
ら
尊

福
は
、
遂
に
敗
北
す
る
に
至
り

ま
し
た
が
、
尊
福
の
繰
り
広
げ

た
神
道
論
は
、
堂
々
た
る
も
の

で
あ
り
、
彼
な
り
に
教
義
を
体

系
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
、
単
な
る
思
い
つ
き
な
ど
で

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

そ
し
て
、
神
道
そ
の
も
の
の

理
論
を
深
め
る
こ
と
に
役
立
つ

と
同
時
に
、
出
雲
大
社
と
出
雲

神
道
の
存
在
を
よ
り
広
く
日
本

中
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
御お

し師（
寺
社
に
、

祈
願
す
る
時
に
仲
介
を
す
る
祈

祷
師
の
称
）
た
ち
の
活
躍
に
よ

っ
て
、
出
雲
大
社
の
信
仰
団
体

が
各
地
に
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま

し
た
。

　

尊
福
は
、
ま
ず
「
出
雲
大
社

敬
神
講
」
を
結
成
し
、
こ
れ
を

「
出
雲
大
社
教
会
」
と
改
め
て
教

部
省
か
ら
認
可
を
受
け
ま
し
た
。

　

そ
し
て
自
ら
、
一
介
の
行
者

の
姿
と
な
っ
て
、
衆
庶
を
教
化

し
て
、
大
社
教
の
組
織
を
つ
く

る
為
に
、
日
本
各
地
を
巡
回
し

て
歩
き
ま
し
た
。

　

尊
福
の
ね
ば
り
強
い
布
教
活

動
に
よ
っ
て
、
今
の
出
雲
大
社

教
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
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○
年
間
三
万
円
よ
り

○
内
容
詳
細
は

　

電
話
に
て

　

お
気
軽
に
！

〇
四
四（
九
七
六
）二
八
八
二

佐
藤
ま
で

広
告
募
集
中

　

い
よ
い
よ
春
季
例
大
祭
の
季

節
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
様
方
か
ら
毎
年
頂
い
て
お

り
ま
す
年
会
費
及
び
管
理
料
が

未
納
の
方
が
お
り
ま
し
た
ら
、

お
参
り
の
際
、
社
務
所
ま
で
お

申
し
出
下
さ
い
。

　

ま
た
、
郵
便
局
へ
の
振
込
も

ご
利
用
下
い
ま
せ
。

○
年
会
費　
（
月
間
五
百
円
）

 
 

年
間
六
千
円

○
祖
霊
社
祖
霊
壇
の
管
理
料

 
 

年
間
五
千
円

○
出
雲
祖
霊
廟
の
管
理
料

 
 

年
間
五
千
円

口
座
番
号
は
、
左
記
の
通
り

〇
〇
二
九
〇
︱
七
︱
二
三
八
一
二

＊ 

お
手
数
で
す
が
、
通
信
欄
に

年
会
費
・
管
理
料
の
区
別
を

名
記
し
て
下
さ
い
。

　

い
よ
い
よ
、
春
季
例
大
祭
が

近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

大
祭
の
度
毎
に
、
信
者
の
皆

様
方
に
ご
協
力
し
て
頂
い
て
お

り
ま
す
も
の
に
奉
賛
金
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
奉
賛
金
は
、
大
祭

を
執
り
行
な
う
為
に
必
要
な
諸

経
費
を
賄
う
運
営
資
金
と
し
て

役
立
た
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
了
承
下
さ

い
ま
せ
。（
大
祭
の
準
備
費
用

と
お
考
え
下
さ
い
。）

　

ま
た
、
大
祭
の
当
日
（
代
参

の
方
は
前
日
ま
で
）
に
御
神
前

に
お
供
え
す
る
感
謝
の
し
る
し

と
し
て
の
御
初
穂
料
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
御
初
穂
は
、
日
頃
か

ら
大
神
様
に
御
守
護
し
て
頂
い

て
い
る
感
謝
の
気
持
ち
を
形

に
表
わ
す
意
味
の
も
の
で
す
。

（
直
接
、
御
神
前
に
お
供
え
し

ま
す
。）

　

古
い
会
員
の
方
々
に
は
今
更

改
め
て
申
し
上
げ
る
迄
も
な
い

事
で
、
誠
に
失
礼
と
は
存
じ
ま

し
た
が
、
新
し
い
会
員
の
方
々

よ
り
質
問
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、こ
の
際（
当
初
ご
奉
賛
を
お

願
い
し
て
よ
り
数
十
年
経
過
し

て
お
り
ま
し
て
、
新
し
い
信
者

さ
ん
方
に
は
、
そ
の
目
的
と
か

意
義
の
違
い
が
お
わ
か
り
に
な

ら
な
い
方
も
多
分
お
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
の

で
）そ
の
趣
旨
の
違
い
を
改
め

て
ご
説
明
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た

様
な
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

何
卒
右
、
ご
理
解
の
上
、
ご

協
賛
賜
り
ま
す
様
、
今
後
共
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

月
並
祭
は
、
大
神
様
の
日
頃

の
御
加
護
に
感
謝
す
る
御
祭
で

す
。
自
分
の
損
得
を
抜
き
に
し

て
本
当
に
感
謝
の
お
詣
り
を
さ

せ
て
頂
く
良
い
機
会
で
す
。

　
『
家
で
自
分
の
大
国
様
に
お
祈

り
し
て
い
る
か
ら
い
い
で
す
』

と
か
言
い
訳
し
な
い
で
、
出
来

る
だ
け
本
殿
に
お
詣
り
下
さ
い
。

　

八
の
日
は
月
に
三
回
あ
り
ま

す
。
せ
め
て
一
日
ぐ
ら
い
は
、

自
分
自
身
で
日
を
決
め
て
お
詣

り
下
さ
い
ま
せ
。

　

特
に
総
代
の
方
、
支
部
長
の

方
、
初
心
に
返
っ
て
、
あ
の
頃

の
生
き
生
き
と
し
た
、
燃
え
る

様
な
気
持
を
思
い
出
し
て
、
お

詣
り
下
さ
い
。

　

ま
た
、
そ
の
後
、
勉
強
会
を

さ
せ
て
頂
き
、
大
神
様
に
つ
い

て
の
お
話
を
会
長
先
生
が
し
て

下
さ
い
ま
す
。
そ
の
他
、
皆
様

方
の
体
験
談
や
質
問
な
ど
な
ご

や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
座
談
会

を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。

　

皆
様
の
真
心
の
お
詣
り
を
、

大
神
様
は
大
手
を
広
げ
て
お
待

ち
下
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
…
。

社
務
所
か
ら
の
お
願
い

春 冬 秋 夏 春 

春
季
例
大
祭 

（
衿
掛
） 

秋
季
例
大
祭 

（
清
掛
） 

春
季
例
大
祭 

（
衿
掛
） 

衿掛 清　掛 衿　掛 

大
祭
の
奉
賛
金
と

御
初
穂
料
に
つ
い
て

八
の
日
の
月
並
祭
に

お
詣
り
致
し
ま
し
ょ
う

　

清
掛
と
衿
掛
の
着
用
の
時
期

に
つ
い
て
、
ま
だ
は
っ
き
り
お

わ
か
り
に
な
ら
な
い
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
確
認
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

詳
細
は
、
左
記
の
通
り
で
す
。

☆ 

春
季
例
大
祭
当
日
よ
り
秋
季

　

例
大
祭
の
前
日
ま
で
衿
掛
の

　

着
用
（
夏
季
）

☆
秋
季
例
大
祭
当
日
よ
り
来
年

　

の
春
季
例
大
祭
の
前
日
ま
で

　

清
掛
の
着
用
（
冬
季
）

清
掛
と
衿
掛
に
つ
い
て

　

編
集
部
で
は
、
皆
様
か
ら
の

原
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

行
事
に
参
列
さ
れ
た
感
想
文

不
思
議
な
霊
体
験
、
身
近
に
起

こ
っ
た
感
激
の
出
来
事
な
ど
、そ

の
他
、御
意
見
・
御
感
想
な
ど
、ど

ん
な
小
さ
な
事
で
も
結
構
で
す
。

　

ま
た
、
詩
や
短
歌
、
俳
句
な

ど
も
お
送
り
下
さ
い
。

　

皆
様
か
ら
の
お
便
り
を
心
よ

り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の
力
で
、
心
友
会
だ
よ

り
の
紙
面
を
楽
し
く
、
内
容
を

豊
富
に
し
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

　

是
非
、
御
協
力
下
さ
い
。

原
稿
募
集
中

　

今
年
も
あ
っ
と
い
う
間
に
四

カ
月
余
り
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

皆
様
方
は
、
今
年
の
お
札
や

お
守
り
、
注
連
縄
を
お
う
け
に

な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？

　

旅
行
や
、
お
身
体
の
具
合
が

悪
か
っ
た
方
、
中
に
は
う
っ
か

り
し
て
い
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
誰
か
が
亡
く
な
ら
れ

て
、
お
と
り
か
え
に
な
っ
て
い

な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
喪
に
服
し
て
い
る

方
で
も
、
そ
の
家
を
守
っ
て
下

さ
っ
て
い
る
御
守
護
神
に
対
し

て
の
お
ま
い
り
は
も
ち
ろ
ん
、

御
神
札
や
注
連
縄
等
は
、
お
と

り
か
え
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
三

親
等
以
内
の
方
の
御
不
幸
の
時

は
、
死
後
五
十
日
間
は
忍
び
手

（
音
を
た
て
な
い
拍
手
）
に
て

朝
晩
の
御
日
供
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
の
御
神
札
、
注し

め
な
わ

連
縄
等

を
お
う
け
に
な
っ
て
い
な
い
方

は
、
大
至
急
お
う
け
に
な
っ
て

下
さ
い
。

御
神
札
・
注し

め
な
わ

連
縄
等
の

お
と
り
か
え
に
つ
い
て
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願
開
舟
の
お
話

　

出
雲
大
社
を
参
詣
さ
れ
た
方

は
、
宝
物
館
が
有
る
事
は
ご
存

知
だ
と
思
い
ま
す
。

　

中
に
入
る
と
、
ガ
ラ
ス
の
ケ

ー
ス
の
中
に
収
ま
っ
て
い
る
日

記
類
や
、
神
事
に
使
わ
れ
た
多

く
の
器
物
、
宝
物
の
剱
、
琵
琶

や
甲
冑
な
ど
の
類
と
一
緒
に
、

「
願
開
舟
」
と
い
う
の
が
目
に

と
ま
る
は
ず
で
す
。
長
さ
一
尺

余
り
、
幅
三
、
四
寸
ほ
ど
の
丸

木
舟
で
、
真
ん
中
に
数
個
の
賽

銭
が
入
る
よ
う
に
く
り
抜
い
て

あ
り
ま
す
。
表
面
に
は
、「
願

開
舟
・
出
雲
大
社
様
・
土
佐
国

本
山
助
藤
・
寅
年
男
・
天
明
元

年
丑
十
月
十
七
日
」
と
彫
っ
て

あ
り
ま
す
。

　

土
佐
の
本
山
助
藤
村
に
住
む

志
和
九
郎
左
衛
門
と
い
う
者
が

出
雲
大
社
に
祈
願
し
て
病
を
癒

す
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
そ
の

報
恩
の
た
め
に
参
拝
し
よ
う
と

し
ま
し
た
が
、
旅
費
を
思
う
よ

う
に
捻
出
す
る
こ
と
が
出
来
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
代

わ
り
と
し
て
こ
の
一
尺
あ
ま
り

の
小
さ
な
丸
木
舟
を
造
っ
て
、

自
宅
の
前
の
小
川
に
流
し
た
の

で
す
。
そ
れ
が
流
れ
流
れ
て
、

三
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
、
大

社
の
稲
佐
の
浜
に
漂
着
し
た
の

で
す
。

　

信
仰
の
な
い
者
は
、
こ
の
種

の
話
は
疑
う
で
し
ょ
う
が
、
文

人
の
大
町
桂
月
は
違
っ
て
い
ま

し
た
。

　

桂
月
は
、
多
く
の
紀
行
文
を

残
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
か
つ
て
杵
築
中
学

で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
ま
た
「
大
社
の
願
開
舟
」

と
題
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
の

で
、
一
部
挙
げ
て
み
ま
す
。

　

そ
の
郷
貫
を
見
て
、
余
は
驚

喜
し
ぬ
。
余
の
生
国
な
る
土
佐

国
の
本
山
村
也
。
余
の
郷
里
な

る
高
知
市
よ
り
十
里
山
奥
に
て

吉
野
の
上
流
に
在
り
。
余
は
一

昨
年
の
夏
、
三
十
八
年
ぶ
り
に

て
高
知
に
帰
り
し
際
、
阿
波
の

徳
島
に
上
陸
し
て
、
池
田
ま
で

汽
車
に
て
行
き
、
そ
れ
よ
り
吉

野
川
に
沿
う
て
、
土
佐
に
入
り

迂
路
し
て
本
山
村
を
訪
へ
り
。

本
山
村
は
、
南
学
の
宗
に
し
て

土
佐
藩
政
三
百
年
間
第
一
の
政

治
家
な
り
し
野
中
兼
山
の
采
邑

地
な
り
き
。
兼
山
が
其
母
を
葬

れ
る
帰き

全ね
ん
ざ
ん山
や
、
本
山
城
址
や

清
き
吉
野
川
の
流
れ
や
、
今
な

ほ
歴
々
と
し
て
、
目
睫
の
間
に

在
り
。
大
社
の
願
開
舟
、
こ
の

吉
野
川
の
上
流
よ
り
流
れ
流
れ

て
、
大
社
に
漂
着
せ
り
、
驚
喜

せ
ざ
る
を
得
ん
や
。
天
明
年
間

の
事
に
て
、
国
禁
あ
り
け
れ
ば

己や

む
を
得
ず
、
一
念
を
こ
の
舟

に
込
め
て
流
し
た
る
も
の
あ
り

き
。
こ
の
舟
吉
野
川
を
下
り
下

り
て
海
に
出
で
し
に
相
違
な
き

も
、
四
国
九
州
の
南
を
廻
り
し

か
、
北
海
を
廻
り
し
か
、
鳴
門

を
過
ぎ
て
瀬
戸
内
海
を
通
り
し

か
、
と
に
か
く
、
三
年
を
経
て

一
念
首
尾
よ
く
も
神
明
に
届
き

け
る
也
。

　

大
町
桂
月
は
出
雲
の
奥
地
に

も
足
を
踏
み
入
れ
、
出
雲
の
名

所
旧
蹟
に
つ
い
て
の
文
を
多
く

残
し
て
い
ま
す
が
、
願
開
舟
の

奇
に
は
、
い
さ
さ
か
の
疑
い
も

差
し
は
さ
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
願
開
舟
の
話
は
、
有
名

な
話
で
す
が
、
稲
佐
の
浜
に
漂

着
し
た
事
そ
の
も
の
が
、
神
業

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
様
な

気
が
し
ま
す
。

　

こ
の
話
を
信
じ
る
も
信
じ
な

い
も
自
由
で
す
が
、
出
雲
大
社

で
は
、
真
実
と
し
て
伝
わ
っ
て

い
る
事
だ
け
は
間
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

一昨年から、送迎場所が、向ヶ丘遊園駅より登戸駅に変わりましたのでご注意下さい。

詳細は、下記の通りです。

送迎駅について

登戸駅 

生田緑地口 

JR南武線 小
田
急
小
田
原
線 

多摩川口 

タクシーのりば 

南北自由通路 ← 立川方面 

川崎方面 → 

送迎場所 

交番 

バスのりば 

い
た
ら
、大
神
様
の
引
越
し
の
報

告
祭
で
あ
る『
御
遷
座
祭
』を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
際
、用
意
す
る
物
は
、御

初
穂
、
御
神
体
（
大
国
様
）、御

神し
ん
ぜ
ん饌（
鯛
一
匹
、野
菜
七
種
類
、赤

飯
）
で
す
。（
御
神
饌
は
、
末
広

　

引
越
し
を
さ
れ
た
ら
、す
み
や

か
に
心
友
会
へ
新
し
い
住
所
を

お
知
ら
せ
し
て
頂
く
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、荷
物
整
理
を
さ
れ

て
、あ
る
程
度
家
の
中
が
お
ち
つ

会
で
も
用
意
出
来
ま
す
。
御
希

望
の
方
は
お
申
し
込
み
下
さ

い
。）

　

あ
ら
か
じ
め
日
程
を
お
と
り

致
し
ま
す
の
で
、社
務
所
ま
で
お

電
話
下
さ
い
ま
せ
。

御ご

遷せ
ん

座ざ

祭さ
い

に
つ
い
て
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毎
年
、
春
と
秋
の
年
二
回
、

本
殿
に
於
て
行
わ
れ
る
最
も
大

き
な
御
祭
で
す
。

　

ま
た
、
日
頃
の
感
謝
の
気
持

ち
を
形
に
表
わ
す
絶
好
の
機
会

で
も
あ
り
ま
す
。

　

大
祭
当
日
は
、
正
面
の
御
扉

が
開
き
、
大
神
様
か
ら
の
波
長

（
恩
み
た
ま
の
ふ
ゆ
頼
）
を
直
接
頂
け
ま
す
の

で
、
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上

お
ま
い
り
下
さ
い
ま
せ
。

　

尚
、
大
祭
当
日
よ
り
衿
掛
の

着
用
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
。（
祝
詞
本
を
お
持
ち

下
さ
い
。）

　

当
日
は
、
登
戸
駅
生
田
緑
地

口
よ
り
お
迎
え
の
マ
イ
ク
ロ
と

ワ
ゴ
ン
車
が
出
て
お
り
ま
す
の

で
、
ご
利
用
下
さ
い
ま
せ
。

五
月
三
十
日（
日
）

春
季
例
大
祭	

正
午

　

午
後
三
時
よ
り
、
春
季
例
大

祭
で
お
開
け
し
た
御
扉
を
、
大

祭
当
日
の
御
加
護
に
感
謝
し

て
、
大
神
様
に
御
礼
の
祝
詞
を

奏
上
し
、
お
閉
め
す
る
御
祭
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

正
確
に
は
、
こ
の
閉
扉
祭
ま

で
が
大
祭
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で

出
来
る
だ
け
参
列
下
さ
い
。

五
月
三
十
日（
日
）

閉
扉
祭	

三
時

五
月
〜
七
月
の
行
事
予
定

六
月

四
日
㈮ 

み
た
ま
祭

五
日
㈯

六
日
㈰ 

年
祭 

正
午

六
日
㈰ 

総
代
会 

四
時

八
日
㈫ 

祖
霊
廟
・
祖
霊
社
祭 

二
時

二
十
七
日
㈰ 

大
祓
祭 

二
時

｝｝

九
日
㈰ 
年
祭 

正
午

九
日
㈰ 
総
代
会 

四
時

三
十
日
㈰  
春
季
例
大
祭 

正
午

 
 

閉
扉
祭 

三
時

｝五
月

四
日
㈰ 

み
た
ま
祭

五
日
㈪ 

分
宮
詣
り

七
日
㈬

十
一
日
㈰ 

年
祭 

正
午

十
一
日
㈰ 

総
代
会 

四
時

二
十
五
日
㈰ 

水
子
冥
福
祭 

二
時

七
月

～
 ☆ 3 の日（3 日・13 日・23 日）
 　 9：30 〜 11：30（午前の部）
 　13：00 〜 15：30（午後の部）
 ☆ 8 の日（8 日・18 日・28 日）
 　 9：30 〜 11：30（午前の部のみ）
 　午後 1時より月並祭（時間厳守）

※ご予約は、当日の午前 10時までにお電話下さい。
　お電話がありませんと、お待ち頂く場合がございます。

044−976−0708

御伺日の予約について

　

月
並
祭
終
了
後
、
祖
霊
社
に

て
仕
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

出
雲
の
祖
霊
廟
に
鎮
ま
ら
れ

て
い
る
み
た
ま
様

4

4

4

4

と
祖
霊
社
の

祖
霊
壇
に
鎮
ま
ら
れ
て
い
る
み4

た
ま
様

4

4

4

の
御
供
養
を
合
同
で
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

　

尚
、
当
日
は
御
遺
族
の
方
々

に
よ
る
直
会
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
お
ま
い
り
さ
れ
る
方
は
、

六
月
一
日
（
火
）
ま
で
に
、
社

務
所
へ
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

六
月
八
日（
火
）

祖
霊
廟
・
祖
霊
社
祭	

二
時

　

人
間
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
言
葉
な
ど
で
、
人
を
傷

つ
け
て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
半
年
間
の
罪
穢
れ

を
祓
い
清
め
て
、
新
た
な
気
持

ち
で
、
明
日
か
ら
の
生
活
を
す

る
為
の
御
祭
が
大
祓
祭
で
す
。

　

当
日
は
、
大
祓
詞
を
三
回
奏

上
し
、
そ
の
時
発
せ
ら
れ
る
言

葉
（
言こ

と

霊だ
ま

ま
た
は
音
霊
）
に
よ

っ
て
、
自
分
自
身
の
魂
を
浄
化

し
て
、
更
に
は
切き
り

麻ぬ
さ

に
よ
っ
て

身
を
清
め
ま
す
。

　

当
日
は
祝
詞
本
と
衿
掛
を
必

ず
お
持
ち
下
さ
い
。

六
月
二
十
七
日（
日
）

大
祓
祭	

二
時

六
月
四
日（
金
）・
五
日（
土
）／
七
月
四
日（
日
）

み
た
ま
祭
（
祖
霊
社
）

　

お
申
し
込
み
の
際
必
ず
、
御

供
養
ご
希
望
の
み
た
ま
様
の
生

前
の
お
名
前
、
亡
く
な
ら
れ
た

年
月
日
、
享
年
、
続
柄
を
お
知

ら
せ
下
さ
い
。

　

尚
、
原
則
と
致
し
ま
し
て
、

各
月（
そ●

●
●

の
月
）に
命
日
を
迎
え

ら
れ
る
方
々
の
御
供
養
を
さ
せ

て
頂
き
ま
す
の
で
御
了
承
下
さ

い
ま
せ
。（
他
の
月
の
み
た
ま
様

は
、
ご
相
談
下
さ
い
。）

　

申
込
順
で
す
か
ら
、
お
早
め

に
ご
連
絡
下
さ
い
。（
予
約
制
）

　

ま
た
、
神
徒
の
方
は
、
み
た

ま
し
ろ
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち

下
さ
い
ま
せ
。

七
月
二
十
五
日（
日
）

水
子
冥
福
祭	

二
時

　

様
々
な
事
情
で
、
水
子
さ
ん

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
が
、
合

同
で
ご
供
養
さ
せ
て
頂
く
為
の

年
に
一
度
の
慰
霊
祭
で
す
。

　

生
ま
れ
た
子
供
さ
ん
の
存
在

は
忘
れ
ま
せ
ん
が
、
水
子
さ
ん

の
存
在
は
、
日
毎
に
記
憶
が
薄

れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
世
に
生
を
受

け
な
が
ら
、
生
ま
れ
て
こ
れ
な

か
っ
た
自
分
達
の
子
供
で
あ
る

事
に
間
違
い
は
な
い
の
で
す
。

　

尚
、
当
日
は
代
参
も
お
受
け

致
し
ま
す
が
、
な
る
べ
く
直
接

お
ま
い
り
下
さ
い
。

　

ま
た
、
御
霊
璽
を
お
つ
く
り

す
る
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で

七
月
十
五
日
ま
で
に
社
務
所
ま

で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。（
当

日
は
、
昨
年
の
御
霊
璽
を
お
忘

れ
な
く
お
持
ち
下
さ
い
。）

 　

そ
の
月
に
祀
込
れ
た
方
々

が
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
間
、
大

神
様
に
御
加
護
し
て
頂
い
た
事

に
対
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
御

祭
で
す
。

　

月
並
祭
と
同
様
、
こ
の
年
祭

も
自
分
の
御ご

利り

益や
く

で
は
な
く
、

純
粋
に
感
謝
の
気
持
ち
を
大
神

様
に
御
奉
告
申
し
上
げ
る
機
会

で
も
あ
り
ま
す
。

　

ハ
ガ
キ
で
ご
案
内
さ
せ
て
頂

き
ま
す
の
で
、
必
ず
出
欠
の
お

電
話
を
下
さ
い
ま
せ
。

　

ま
た
、
祀
込
れ
た
月
に
都
合

が
つ
か
ず
、
今
月
出
席
を
希
望

さ
れ
る
方
も
同
様
に
直な

お
ら
い会

（
昼

食
）
の
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
人
数
を
ご
連
絡
下
さ
い
ま

せ
。
直
会
ま
で
が
御
祭
で
す
。

　

尚
、
御
神
体
（
大
国
様
）
と

衿
掛
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち
下

さ
い
。

六
月
六
日（
日
）・
七
月
十
一
日（
日
）

年
祭
（
感
謝
祭
）	

正
午

三
月

井
田
家　

中
西
家　

若
林
家

後
藤
家　

天
木
家　

安
井
家

熊
野
家

四
月

滝
本
家　

加
藤
家　

土
屋
家

長
友
家　

木
村
家　

小
野
家

矢
野
家　

若
林
家　

宮
本
家

黒
川
家　

林
家

以
上
の
家
々
の
御
供
養
を
、

御
奉
仕
申
し
上
げ
ま
し
た
。

※
編
集
後
記
は
お
休
み
し
ま
す
。

み
た
ま
祭
だ
よ
り

喪そ
う

　
葬そ

う

☆
三
月
十
一
日
に
中
野
区
新
井

に
お
住
ま
い
の
宮
川
徳
子
様

の
お
母
様
、
丸
山
好
江
様
が

九
十
一
歳
で
、
帰
幽
さ
れ
ま

し
た
。

　

丸
山
（
宮
川
）
家
の
御
遺
族

の
方
々
に
は
、
慎
ん
で
お
悔

や
み
を
申
し
上
げ
る
と
共
に

み
た
ま
様
の
御
冥
福
を
心
よ

り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

尚
、
通
夜
祭
・
告
別
祭
は
、

神
式
に
て
厳
粛
に
お
仕
え
申

し
上
げ
ま
し
た
。


