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自
家
成
立
の 

　
根
源
は
和
に
あ
り 

秩
序
の
根
源
は 

　
　
神
祖
崇
敬
よ
り 
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祝
祭
日
に
は
必
ず
国
旗
を
掲
揚
し
ま
し
ょ
う
　
　
　
　
寶
生
教
　
国
旗
掲
揚
運
動 

宗教 
法人 寶 生 教 大 阪 本 部  

大
阪
本
部 

　
四
月
十
二
日
（
日
） 

藺
祭
典
　
午
前
十
時
執
行 

 

藺
神
輿
　
午
後
一
時
半
出
発 

　
巡
行 

 

春 之 例 大 祭 

御
　本
　宮 

四

月

五

日（
日
） 

養
老
教
会 

四
月
二
十
六
日（
日
） 

西
播
教
会 

四
月
二
十
九
日（
祝
） 

自
ら
の
民
族
・
国
・
氏
名
・
家
族
を 

　
　
　
　
　
　
愛
す
る
心
が
大
切 

ご 教 話  

建国記念祭 
（２月１１日） 

建国記念祭、ご教話の大阪本部長様 

建
国
記
念
祭 

奉
納
神
楽
「
浦
安
の
舞
」 

春之大祭 ＝ お神輿巡行 

担ぎ手・お稚児さん募集中！！ 
―太鼓車の引き巡行はどなたでも― 

み
ず
か 

う
じ
な 

ょ
う
と
い
う
議
論
な
の
で
す
が
、

こ
れ
で
少
子
化
が
解
決
す
る
と

は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

　
つ
ま
り
、
も
っ
と
根
本
的
な

こ
と
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
本
来
、
男
性
の
役
割
と
は
、

働
き
収
入
を
得
て
く
る
こ
と
。

そ
し
て
女
性
は
、
家
を
守
り
、

子
を
産
み
、
育
て
て
、
家
庭
環

境
を
整
え
る
の
が
役
割
で
す
。 

　
こ
の
様
な
役
割
が
備
わ
っ
て

い
る
の
は
自
然
の
摂
理
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
男
性
が
子
を
産

む
こ
と
は
決
し
て
出
来
ま
せ
ん

し
、
反
対
に
女
性
に
は
出
来
な

い
事
も
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
こ
の
互
い
の
性
差
を
、
よ
り

シ
ン
プ
ル
に
、
自
然
な
形
で
考

え
れ
ば
、
現
在
日
本
が
抱
え
る

少
子
化
問
題
も
改
善
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
つ
ま
り
、
皆
さ
ん
の
信
仰
な

す
寶
生
教
、
神
道
精
神
を
、
国

が
、
国
民
が
理
解
し
、
憲
法
や

法
律
に
も
生
か
す
こ
と
が
出
来

れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
解
決

で
き
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

「
安
倍
首
相
は
少
子
化
を
『
国

難
』
と
位
置
づ
け
、
幼
児
教
育
・

保
育
の
無
償
化
や
待
機
児
童
の

解
消
策
な
ど
、
女
性
の
就
労
機

会
の
増
加
に
合
わ
せ
、
仕
事
と

育
児
が
両
立
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
を
進
め
て
き
た
。」 

　
女
性
が
仕
事
を
さ
れ
る
こ
と

は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
が
、
専
業
主
婦
の
社
会
的

地
位
を
も
う
少
し
見
直
す
こ
と

が
出
来
れ
ば
、
よ
り
良
い
社
会

環
境
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ま
す
。 

　
元
旦
祭
で
も
お
話
し
し
ま
し

た
、
江
戸
時
代
の
朱
子
学
者
、

会
沢
正
志
斎
の
、 

「
世
の
人
細
故
を
挙
げ
て
大
体

を
遺
る
」 

と
い
う
言
葉
。 

　
ま
さ
に
こ
の
言
葉
の
通
り
、

目
先
の
こ
と
ば
か
り
と
ら
わ
れ

て
、
大
局
が
見
え
な
く
な
る
と

い
う
現
象
が
、
国
の
政
策
に
お

い
て
も
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
に
は
、
間
違

っ
た
考
え
方
に
惑
わ
さ
れ
ず
、

神
道
の
考
え
方
に
そ
っ
た
、
正

し
い
判
断
が
出
来
る
様
に
、
知

識
も
身
に
付
け
、
日
々
を
お
過

ご
し
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。 

　
本
日
は
建
国
記
念
祭
、
西
播
、

養
老
各
教
会
よ
り
、
又
本
部
教

信
徒
の
皆
様
、
早
朝
よ
り
よ
う

こ
そ
ご
参
拝
下
さ
い
ま
し
た
。 

　
今
よ
り
何
と
二
六
八
〇
年
前

の
今
日
、
初
代
神
武
天
皇
が
橿

原
宮
に
即
位
さ
れ
た
の
が
、
私

共
の
祖
国
、
日
本
の
は
じ
ま
り

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
本
日
は
、
教
会
で
も
国
旗
を

掲
げ
、
先
程
は
国
歌
「
君
が
代
」

を
斉
唱
致
し
ま
し
た
。 

　「
日
の
丸
」
を
国
旗
、「
君
が

代
」
を
国
歌
と
法
律
で
定
め
た

の
は
、
実
は
割
と
近
代
で
、
明

治
時
代
な
の
で
す
。 

　
し
か
し
そ
れ
以
前
か
ら
、「
日

の
丸
」
が
国
旗
で
、「
君
が
代
」

が
国
歌
と
し
て
、
日
本
人
に
愛

さ
れ
て
き
た
の
で
す
。 

　
ち
な
み
に
、「
君
が
代
」
の

出
典
は
古
今
和
歌
集
だ
と
云
わ

れ
て
お
り
ま
す
。 

　
で
は
何
故
、
国
旗
が
必
要
で
、

国
歌
が
必
要
な
の
か
。
申
し
上

げ
る
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

　
昨
年
日
本
中
が
熱
狂
し
た
、

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
。

そ
の
日
本
代
表
選
手
た
ち
が
心

の
拠
り
所
と
し
た
の
が
、
や
は

り
「
日
の
丸
」
だ
っ
た
の
で
す
。 

　
日
本
代
表
は
出
身
が
異
な
る

選
手
が
多
く
集
ま
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
心
の
拠
り
所
と
な
る

も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
出
身
の
主
将
、
リ
ー
チ
・
マ

イ
ケ
ル
選
手
は
、「
日
本
の
た

め
に
共
に
戦
お
う
」
と
い
う
こ

と
で
、
他
の
選
手
に
「
日
の
丸
」

「
君
が
代
」
を
教
え
ま
す
。 

　
た
だ
教
え
た
だ
け
で
は
な
く
、

歴
史
的
背
景
や
、「
君
が
代
」

の
こ
と
ば
の
意
味
に
至
る
ま
で
、

何
と
自
身
で
勉
強
し
、
チ
ー
ム

メ
イ
ト
に
伝
え
、
試
合
前
に
は

必
ず
斉
唱
し
よ
う
と
呼
び
か
け

た
の
だ
そ
う
で
す
。 

　
そ
の
結
果
が
、
昨
年
の
大
健

闘
、
大
躍
進
で
あ
り
、
我
々
国

民
も
大
い
に
勇
気
付
け
ら
れ
、

心
の
支
え
に
な
っ
た
の
で
す
。 

　
扠
、「
愛
国
心
」
と
は
、
一

体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

答
え
は
「
民
族
愛
」
で
す
。 

　
日
本
人
は
大
和
民
族
で
す
。 

ま
ず
は
、
こ
の
民
族
を
愛
す
る

こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
、
自
分
た
ち
の
国
の

歴
史
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

　「
国
家
百
年
の
計
は
教
育
に

あ
り
」
と
よ
く
云
わ
れ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
諸
先
輩
方
が
歩
ん
で

き
た
歴
史
を
愛
し
、
正
し
い
歴

史
認
識
を
誇
り
に
し
て
、
未
来

へ
と
歩
ん
で
い
く
た
め
に
は
、

い
か
に
歴
史
教
育
が
大
事
か
と

い
う
こ
と
な

の
で
す
。 

　「
民
族
愛
」

が
な
け
れ
ば
、

「
郷
土
愛
」
も

育
ち
ま
せ
ん
。

「
郷
土
愛
」
が

育
た
な
け
れ
ば
、

「
地
域
愛
」
も

生
ま
れ
ま
せ
ん
。

「
地
域
愛
」
が
な
け
れ
ば
、
自

分
た
ち
の
名
前
、
氏
名
、
家
族

へ
の
愛
情
も
生
ま
れ
に
く
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。 

　
こ
れ
ま
で
様
々
な
偉
人
た
ち

が
日
本
国
家
を
成
長
さ
せ
る
為

に
、
発
展
さ
せ
る
為
に
大
き
な

貢
献
を
な
さ
れ
ま
し
た
。 

　
そ
う
い
っ
た
歴
史
の
偉
人
た

ち
の
原
動
力
も
、「
民
族
愛
」

が
元
だ
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
何
よ
り
も
「
民
族
愛
」「
愛

国
心
」
が
大
切
。
そ
し
て
私
達

は
寶
生
教
を
信
仰
す
る
者
で
す
。

教
え
を
愛
す
る
心
、
家
族
を
愛

す
る
心
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の

氏
名
を
愛
す
る
心
を
、
次
の
世

代
に
も
し
っ
か
り
と
育
ん
で
参

り
た
い
と
存
ず
る
所
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

　
本
日
は
、
建
国
記
念
の
日
。

二
六
八
〇
年
、
一
度
も
王
朝
が

代
わ
ら
な
い
、
世
界
で
も
稀
な
、

大
変
安
定
し
た
国
に
生
を
受
け

た
こ
と
は
、
非
常
に
幸
せ
な
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
ど
う
ぞ
、
国
に
対
す
る
感
謝

を
忘
れ
ず
、
自
分
た
ち
が
国
家
、

社
会
、
教
え
の
為
に
如
何
に
恩

返
し
が
出
来
る
か
を
考
え
な
が

ら
日
々
を
過
ご
さ
れ
ま
す
と
、

更
な
る
大
き
な
ご
守
護
を
授
か

ら
れ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 



（３） ３月号 ほ　　う　　せ　　い ３月号  （２） ほ　　う　　せ　　い 

御
本
宮
　
月
並
祭
　
　
　
毎
月
第
一
日
曜
日
　
午
前
十
一
時
半
よ
り 

（４９３号） （４９３号） 令和２年３月１日 令和２年３月１日 

第１部は御本殿で健康講座 

第２部は修行殿で新年会。 
　　嬉しい福当りもありました。 

節
分
祭 

奉
納
神
楽
「
剣
の
舞
」 

節
分
祭 

　
祭
主
、
祝
詞
奏
上 

節
分
祭
・
五
穀
の 

　
出
来
高
を
示
す
お
蝋
燭 

学
べ
る
環
境
に
感
謝
し
、
夢
を
持
て 
ご教話  

月並祭  
（２月１日） 

歳
を
重
ね
る
事
も
幸
せ
な
事 

ご教話  

節分祭  
（２月３日） 

少
子
化
問
題
も
自
然
の
摂
理
を
基
本
に
。 

ご教話  

教祖祭  
（２月９日） 

健康に関する講演に 
楽しい新年会と 
有意義に。 

―大阪近郊全地区合同敬和会― 

　
元
号
が
令
和
に
代
わ
っ
て
初

め
て
の
、
恒
例
の
大
阪
近
郊
全

地
区
合
同
敬
和
会
が
、
一
月
二

十
五
日（
土
）午
後
六
時
か
ら
大

阪
本
部
教
会
に
て
、
権
現
家
の

皆
様
や
教
信
徒
合
わ
せ
て
六
十

余
名
の
参
加
で
盛
大
に
開
催
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
ま
ず
三
階
の
ご
本
殿
で
全
員

で
参
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

引
き
続
き
、
昨
年
の
十
一
月
の

敬
和
会
で
好
評
を
い
た
だ
い
た
、

地
元
堀
江
で
バ
ラ
ン
ス
治
療
院

を
開
院
さ
れ
て
い
る
岡
井
康
浩

先
生
に
よ
る
、
筋
肉
と
健
康
な

体
の
関
係
の
講
話
と
実
践
方
法

の
第
二
弾
を
講
演
し
て
い
た
だ

き
、
そ
の
場
で
皆
で
試
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
講
演
終
了
後
、
場
所
を
一
階

の
修
行
殿
に
移
し
て
、
新
年
会

を
始
め
ま
し
た
。 

　
急
遽
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
を
務

め
た
三
輪
地
区
世
話
人
に
よ
る

司
会
進
行
の
も
と
、
伊
丹
地
区

世
話
人
長
の
挨
拶
の
後
、
中
谷

総
代
様
に
よ
る
発
声
で
乾
杯
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
食
事
を
頂
き
な
が
ら
余
興
と

し
て
、
参
加
者
皆
で
ク
ラ
ッ
カ

ー
大
会
・
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
・
青

年
部
に
よ
る
趣
向
を
凝
ら
し
た

ゲ
ー
ム
を
、
大
い
に
楽
し
み
ま

し
た
。 

　
そ
の
後
に
、
教
会
長
賞
を
含

む
豪
華
賞
品
に
よ
る
福
引
大
会

を
行
い
、
最
後
に
教
会
長
様
に

よ
る
ご
挨
拶
と
、
岸
田
副
参
事

長
に
よ
る
万
歳
三
唱
で
お
開
き

と
な
り
ま
し
た
。 

　
　
　
南
大
阪
地
区
世
話
人 

　
　
　
　
　
　
　
　
木
本
吉
彦 

　
先
日
、
一
月
二
十
五
日
は
、

故
き
祖
父
、
真
道
翁
之
命
の
祥

月
命
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

　
祖
父
の
生
ま
れ
た
、
現
在
の

御
本
宮
の
あ
る
山
梨
県
の
山
本

家
は
、
ご
教
祖
の
時
代
頃
ま
で

は
割
と
裕
福
な
家
庭
だ
っ
た
そ

う
で
す
。 

　
ご
教
祖
が
村
の
道
を
真
っ
直

ぐ
に
整
備
さ
れ
た
り
、
教
え
の

布
教
の
為
に
財
産
を
使
わ
れ
ま

し
て
、
祖
父
の
子
供
時
代
に
は

貧
し
い
状
況
だ
っ
た
と
伝
え
聞

い
て
お
り
ま
す
。 

　
そ
の
様
な
状
況
で
す
の
で
、

中
学
校
の
学
費
が
払
え
な
い
と

い
う
理
由
で
、
祖
父
自
ら
、
中

学
二
年
生
で
退
学
さ
れ
ま
す
。 

　
の
ち
に
、
十
五
歳
で
、
単
身

ペ
ル
ー
へ
渡
り
、
二
十
歳
ま
で

洋
服
店
で
奉
公
さ
れ
、
実
家
の

借
金
返
済
に
も
尽
力
さ
れ
た
様

で
す
。
祖
父
は
生
前
、「
勉
強

し
た
か
っ
た
ね
」
と
、
よ
く
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
そ
の
様
な
事
を
思
い
出
し
て

お
り
ま
す
と
、
今
日
の
産
経
新

聞
に
、「
夜
間
中
学
は
い
ま
」

と
い
う
特
集
を
見
つ
け
ま
し
た
。 

　
そ
の
内
容
は
、
戦
中
戦
後
の

混
乱
期
、
様
々
な
理
由
で
学
校

に
通
え
な
か
っ
た
方
々
が
、
今

再
び
学
び
た
い
と
い
う
意
欲
で

夜
間
中
学
へ
通
っ
て
お
ら
れ
る

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
最
近
は
日
本
人
の
み
な
ら
ず

例
え
ば
シ
リ
ア
や
中
東
地
域
か

ら
、
難
民
と
し
て
日
本
へ
や
っ

て
き
た
人
々
が
、
か
け
こ
み
寺

的
に
夜
間
中
学
で
日
本
語
を
学

ぶ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
様
で
す
。 

　
そ
の
様
な
現
状
を
考
え
ま
す

と
、
学
校
に
通
っ
て
学
ぶ
こ
と

が
出
来
る
と
い
う
の
が
、
い
か

に
有
り
難
く
、
幸
せ
な
こ
と
で

あ
る
と
、
感
謝
申
し
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。 

　
今
日
の
産
経
新
聞
に
、
も
う

一
つ
興
味
深
い
記
事
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。
今
年
一
月
に
ノ
ー
ベ

ル
化
学
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
、

吉
野
彰
さ
ん
の
記
事
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

　
吉
野
彰
さ
ん
は
、
旭
化
成
に

勤
め
な
が
ら
、
そ
の
研
究
所
で

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
の
開
発

に
携
わ
ら
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
開
発
の
お
陰
で
、
実
は

我
々
は
様
々
な
恩
恵
に
浴
し
て

お
り
ま
す
。
最
も
皆
さ
ん
の
身

近
に
あ
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
、

携
帯
電
話
の
バ
ッ
テ
リ
ー
。
そ

の
他
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
電
化
製

品
に
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
が

使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
吉
野
さ
ん
も
又
、
戦
後
の
お

生
ま
れ
で
す
。
彼
は
、
小
学
校

の
先
生
の
勧
め
で
、
イ
ギ
リ
ス

の
学
者
フ
ァ
ラ
デ
ー
が
書
い
た

『
ロ
ウ
ソ
ク
の
科
学
』
と
い
う

本
を
読
ん
で
、
科
学
に
興
味
を

持
ち
、
科
学
の
道
へ
進
む
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

　
考
え
て
み
ま
す
と
、
夢
や
希

望
と
い
っ
た
も
の
の
原
動
力
と

な
る
の
が
、
学
問
と
云
え
る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

　
現
在
日
本
で
は
、
中
学
校
ま

で
が
義
務
教
育
。
つ
い
つ
い
、

こ
の
現
状
に
甘
え
て
し
ま
う
の

が
人
間
で
す
。
高
校
、
大
学
も

行
っ
て
当
た
り
前
と
思
っ
て
し

ま
い
が
ち
で
す
。 

　
し
か
し
、
勉
強
が
出
来
る
環

境
に
あ
る
こ
と
は
、
実
は
非
常

に
奇
跡
的
な
、
有
り
難
い
事
な

の
だ
と
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

　
今
は
ち
ょ
う
ど
受
験
の
シ
ー

ズ
ン
で
す
。
日
々
大
神
様
、
ご

祖
先
様
に
お
参
り
な
さ
る
こ
と

は
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も
無
く

大
切
な
事
で
す
。 

　
し
か
し
、
常
々
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
様
に
、
各
人
の
努
力

な
く
し
て
成
功
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
が
し
っ
か
り
と
努
力

を
重
ね
た
所
に
、
そ
れ
以
上
の

力
を
発
揮
さ
せ
て
下
さ
る
の
が

大
神
様
の
お
力
で
す
。 

　
い
か
に
学
問
が
大
切
で
、
学

ぶ
こ
と
が
出
来
る
環
境
に
、
改

め
て
感
謝
を
致
す
所
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

　
扨
、
数
年
後
、
日
本
の
お
札

の
デ
ザ
イ
ン
が
変
わ
る
と
発
表

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
現
行
の
一

万
円
札
に
は
福
沢
諭
吉
が
描
か

れ
て
い
ま
す
が
、
今
度
は
渋
沢

栄
一
と
い
う
方
が
描
か
れ
ま
す
。 

　
渋
沢
栄
一
は
、
第
一
国
立
銀

行
を
は
じ
め
、
多
種
多
様
な
会

社
の
設
立
、
経
営
に
関
わ
り
、

「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
称

さ
れ
る
方
で
す
。 

　
彼
の
言
葉
に
「
夢
七
訓
」
と

い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

　「
夢
七
訓
」 

夢
な
き
者
は
　
　
理
想
な
し 

理
想
な
き
者
は
　
信
念
な
し 

信
念
な
き
者
は
　
計
画
な
し 

計
画
な
き
者
は
　
実
行
な
し 

実
行
な
き
者
は
　
成
果
な
し 

成
果
な
き
者
は
　
幸
福
な
し 

故
に
　
幸
福
を
求
め
る
者
は 

　
　
　
夢
な
か
る
べ
か
ら
ず 

 

　
ま
さ
に
、
今
お
か
れ
て
い
る

自
分
た
ち
の
環
境
に
感
謝
す
る

こ
と
が
、
全
て
の
始
ま
り
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

　
日
々
何
事
も
な
い
こ
と
に
感

謝
し
、
今
こ
の
時
に
感
謝
す
る
。

そ
こ
に
神
の
息
吹
が
吹
き
込
む

も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
本
日
は
節
分
と
い
う
こ
と
で
、

皆
さ
ん
、
恵
方
巻
き
は
お
召
し

上
が
り
に
な
り
ま
し
た
か
。 

　
今
年
の
恵
方
は
、
西
南
西
。

で
は
こ
の
「
恵
方
」
と
は
一
体

ど
の
様
な
意
味
が
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。 

　
お
正
月
に
、
歳
神
様
が
山
か

ら
里
に
降
り
て
こ
ら
れ
ま
す
。

元
々
は
、
そ
の
歳
神
様
が
降
り

て
こ
ら
れ
る
方
角
を
、
恵
方
と

呼
ん
で
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

　
時
を
経
て
、
陰
陽
道
が
世
に

広
ま
っ
た
頃
、
そ
の
年
の
福
の

神
が
居
ら
れ
る
方
角
が
恵
方
だ

と
い
う
考
え
方
が
、
中
国
か
ら

伝
わ
り
ま
す
。 

　
そ
れ
が
、
今
現
在
の
恵
方
の

考
え
方
に
な
っ
て
い
る
わ
け
な

の
で
す
。 

　
お
正
月
に
は
「
明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
」
と
申
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
新
年
を
迎
え
て
お
め

で
た
い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に

加
え
て
、
実
は
、
先
程
申
し
た

歳
神
様
か
ら
歳
を
一
つ
頂
く
こ

と
が
お
め
で
た
い
こ
と
で
す
の

で
、「
お
め
で
と
う
」
と
申
す

の
で
す
。 

　
考
え
て
み
ま
す
と
、
歳
を
重

ね
る
と
い
う
事
も
幸
せ
な
事
な

の
で
す
。
今
年
も
一
年
、
人
生

を
歩
め
る
と
考
え
れ
ば
、
歳
を

取
る
の
も
、
大
変
有
り
難
い
事

な
の
で
す
。 

　
扨
、
只
今
は
節
分
厄
除
祈
願
祭
を
共
々
に
ご
奉
仕
致
し
ま
し

た
。
殊
に
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の

厄
年
の
皆
様
。
注
意
す
べ
き
、

厄
あ
る
年
と
云
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
大
神
様
に
ご
守
護
頂
き
、

ご
祖
先
に
お
導
き
頂
か
れ
て
、

大
難
は
小
難
に
、
小
難
は
無
難

に
、
又
そ
の
厄
が
転
じ
て
、
幸

多
き
歳
と
な
る
様
に
ご
祈
願
申

し
上
げ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
ど
う
ぞ
注
意
深
く
、
慎
み
深

く
、
し
か
し
、
決
し
て
悲
観
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
良
き
一
年
を

過
ご
さ
れ
ま
す
様
、
祈
念
申
し

上
げ
ま
す
。 

　
先
日
の
産
経
新
聞
の
一
面
に
、

「
育
児
保
証
、
給
与
八
割
に
上

げ
る
」
と
い
う
記
事
が
載
っ
て

い
ま
し
た
。 

　
ど
の
様
な
内
容
か
と
申
し
ま

す
と
、
男
性
が
育
児
休
暇
を
取

る
割
合
が
、
全
体
の
約
６
％
し

か
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。 

　
国
と
し
て
は
、
こ
の
ま
ま
少

子
化
が
進
ん
で
し
ま
っ
て
は
、

国
が
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。 

　
こ
れ
は
、
以
前
神
話
の
お
話

も
し
ま
し
た
様
に
、
国
民
は
増

や
す
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
も

承
知
の
事
実
で
す
。 

　
そ
の
現
状
を
打
開
す
る
為
、

政
府
は
、
男
性
が
育
児
休
暇
を

取
れ
ば
、
女
性
が
よ
り
安
心
し

て
子
供
を
産
め
る
社
会
が
実
現

す
る
の
で
は
無
い
か
と
い
う
こ

と
で
、
先
程
の
表
題
の
政
策
を

考
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

　
現
在
未
だ
検
討
中
で
、
実
施

は
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
こ

の
様
に
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ

た
と
い
う
事
は
、
お
そ
ら
く
、

い
ず
れ
法
律
化
さ
れ
て
世
に
出

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
政
府
は
「
男
性
が
収
入
面
で

育
休
を
あ
き
ら
め
て
い
る
現
状

を
根
本
的
に
変
え
る
」（
高
官
）

こ
と
で
男
女
と
も
に
育
児
に
積

極
的
に
参
加
す
る
環
境
整
備
を

進
め
る
考
え
だ
、
と
の
こ
と
な

の
で
す
。 

　
目
的
は
女
性
が
安
心
し
て
子

供
を
産
む
、
即
ち
出
生
率
を
上

げ
る
こ
と
に
あ
る
の
に
、
男
性

が
育
休
を
取
る
こ
と
が
目
的
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。 

　
し
か
し
、
男
性
が
育
休
を
取

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
女
性
が

安
心
し
て
子
供
を
産
め
る
の
で

し
ょ
う
か
。 

　
最
も
重
要
な
の
は
、
や
は
り

ご
主
人
の
収
入
で
す
よ
ね
。
現

行
の
法
律
で
は
、
育
休
給
付
金

は
給
料
の
五
割
。
そ
れ
で
は
少

な
い
か
ら
、
八
割
に
上
げ
ま
し 

教
　
会
　
行
　
事 

三
月
　
一
日（
日
）　
月
　
並
　
祭
　
　
　
　
午
前
十
時 

　
　
　
七
日（
土
）　
愛
教
婦
人
会
総
会
　
　
午
前
十
一
時 

　
　
　
八
日（
日
）　
御
本
宮
月
並
祭
　
　
　
午
前
十
一
時
半 

　
　
　
　
　
　
　
　
御
本
宮
遙
拝
式
　
　
　
午
前
九
時 

　
　
　
九
日（
月
）　
修
　
行
　
　
　
　
　
　
午
前
十
一
時 

　
　
　
　
　
　
　
　
教
　
祖
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 

　
　
十
一
日（
水
）　
宝
生
会
（
滋
賀
Ｃ
Ｃ
） 

　
　
十
五
日（
日
）　
月
　
並
　
祭
　
　
　
　
午
前
十
時 

　
　
二
十
日（
祝
）　
春
之
祖
先
霊
大
祭
　
　
午
後
一
時
半 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
祭
典
後
、
教
信
徒
総
会 

　
　
二
二
日（
日
）　
西
播
教
会
修
行
日 

　
　
二
五
日（
水
）　
修
行
日
　
　
　
午
前
十
一
時
、
午
後
七
時 

　
　
二
八
日（
土
）　
名
古
屋
地
区
敬
和
会 

　
　
二
九
日（
日
）　
養
老
教
会
修
行
日 

四
月
　
一
日（
水
）　
月
　
並
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 

　
　
　
五
日（
日
）　
御
本
宮
春
之
大
祭
　
　
午
前
十
一
時
半 

　
　
　
　
　
　
　
　
御
本
宮
遙
拝
式
　
　
　
午
前
九
時 

　
　
　
八
日（
水
）　
修
行
日
　
　
　
午
前
十
一
時
、
午
後
七
時 

　
　
　
九
日（
木
）　
修
　
行
　
　
　
　
　
　
午
前
十
一
時 

　
　
　
　
　
　
　
　
教
　
祖
　
祭
　
　
　
　
午
後
七
時 
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