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自
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源
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秩
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根
源
は

　
　
神
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崇
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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

酷暑去り、爽やかな気候の中

秋之祖先霊大祭厳粛に挙行
ご教話「不変の価値・自然に守られ、祖先よりの命を次世代へ」

祭典後、ご教話の本部長様

参
拝
者
各
々
、

　
幣
殿
に
上
が
り
玉
串
奉
奠

玄
関
・
手
水
舎
も

　
　
水
洗
い
で
清
々
し
く

諡
を
読
み
上
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
ご
招
霊
。

―申込み受付―
（下記期日以外も事務所にお尋ね下さい。）

三五七 詣

コ
ロ
ナ
禍
な
れ
ど
、大
勢
で
テ
キ
パ
キ
と
、

　
―
教
会
夏
の
大
掃
除
―

お
く
り
な

出
る
の
で
、
是
非
ダ
ム
を
建
設

し
て
ほ
し
い
と
群
馬
県
が
国
に

要
請
し
た
の
が
は
じ
ま
り
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
時
を
経
て
、
完
成

し
た
の
は
昨
年
の
こ
と
。
そ
し

て
今
年
の
四
月
一
日
、
よ
う
や

く
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

民
主
党
政
権
当
時
、
群
馬
県

の
「
東
の
八
ツ
場
」
と
並
ん
で

脱
ダ
ム
の
象
徴
と
さ
れ
た
の
が

熊
本
県
の「
西
の
川
辺
川
ダ
ム
」

で
し
た
。

　

今
年
七
月
、
熊
本
県
の
球
磨

川
で
氾
濫
が
起
き
、
六
〇
人
を

超
え
る
犠
牲
者
を
出
し
ま
し

た
。
こ
の
球
磨
川
も
、
昔
か
ら

し
ば
し
ば
水
害
を
起
こ
す
川
で
、

ダ
ム
を
建
て
ま
し
ょ
う
と
国
が

提
案
し
ま
し
た
が
、
地
元
の
人

た
ち
が
反
対
し
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
為
、
七
月
の
氾
濫
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、「
川
辺
川

ダ
ム
が
完
成
し
て
い
た
ら
こ
こ

ま
で
の
被
害
は
な
か
っ
た
」
と

の
指
摘
や
批
判
も
少
な
く
な
い

そ
う
で
す
。

　

一
方
「
東
の
八
ツ
場
」
は
、

先
述
の
台
風
十
九
号
襲
来
の

際
、
こ
の
ダ
ム
が
あ
っ
た
お
陰

で
利
根
川
中
流
域
の
水
位
が
大

幅
に
下
が
り
、
氾
濫
危
機
を
救

っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
八
ツ
場
ダ
ム
が
も
た

ら
し
た
恩
恵
は
防
災
面
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元
、
群
馬

県
長
野
原
町
は
こ
の
夏
、
ダ
ム

を
生
か
し
た
観
光
に
打
っ
て
出

ま
し
た
。

　
「
八
ツ
場
ブ
ラ
ン
ド
」
と
銘

打
ち
、
湖
面
を
走
る
水
陸
両
用

バ
ス
や
、
湖
畔
に
キ
ャ
ン
プ
場

な
ど
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

さ
て
い
よ
い
よ
、
と
い
う
矢

先
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
に
よ
り
、
出
鼻
を
く
じ
か

れ
た
か
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

　

三
歳
・
五
歳
・
七
歳
を
無
事

に
迎
え
ら
れ
た
喜
び
を
大
神
様

に
感
謝
し
、
可
愛
い
お
子
さ
ん

の
健
や
か
な
成
長
と
幸
せ
を
祈

る
、
七
五
三
参
り
。

　

ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
、
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。

　
　
　
記

　
十
一
月
十
五
日（
日
曜
日
）

　
　
　
正
午
　
執
行

　
　
　
　
﹇
月
並
祭（
十
時
）後
﹈

※
七
五
三
詣
お
申
込
み
は
、
教

会
事
務
所
へ
、
十
一
月
八
日

ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
い
ざ
開
始
し
ま
す

と
、
当
初
東
京
か
ら
の
集
客
を

当
て
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、
外

出
自
粛
で
首
都
圏
か
ら
の
客
が

見
込
め
な
い
中
で
も
、
群
馬
県

内
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
引
き

も
切
ら
ず
、
盛
況
な
の
だ
そ
う

で
す
。

　

八
ツ
場
ダ
ム
は
、
治
水
事
業

と
観
光
事
業
の
両
面
で
成
功
し

た
と
い
え
ま
す
。
方
や
熊
本
県

は
水
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ど
ち
ら
が
良
い
悪
い

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
と
い
う
国
に
お
い
て
水

害
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な

い
、
昔
か
ら
あ
る
こ
と
な
の
で

す
。
ど
れ
程
昔
か
ら
あ
る
の
か

と
云
う
と
、
な
ん
と
神
話
の
時

代
に
ま
で
遡
り
ま
す
。

　

素
盞
鳴
之
尊
が
退
治
し
た
と

い
わ
れ
る
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
。

実
は
こ
の
怪
物
は
、
山
か
ら
流

れ
出
る
川
の
氾
濫
を
表
し
て
い

る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退

治
は
、
素
盞
鳴
之
尊
に
よ
る
、

「
治
水
事
業
」
の
物
語
だ
っ
た

の
で
す
。

　

治
水
事
業
は
日
本
だ
け
で
な

く
、
世
界
中
ど
こ
の
国
で
も
、

政
治
を
行
う
上
で
重
要
な
事
業

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、長
い
目
で
、

広
い
視
野
で
取
り
組
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
業
な
の
で
す
。

　

最
後
に
「
嵐
が
吹
け
ば
桶
屋

が
儲
か
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
わ
ざ

は
単
に
、
風
が
吹
く
と
桶
が
転

が
っ
て
割
れ
る
の
で
桶
屋
が
儲

か
る
、
と
い
う
意
味
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

風
が
吹
く
と
土
ぼ
こ
り
が
立

っ
て
目
に
入
り
盲
人
が
増
え

る
。
盲
人
は
三
味
線
で
生
計
を

立
て
よ
う
と
す
る
か
ら
、
三
味

線
の
胴
を
張
る
猫
の
皮
の
需
要

が
増
え
る
。
猫
が
減
る
と
ね
ず

み
が
増
え
、
ね
ず
み
が
桶
を
か

じ
る
か
ら
桶
屋
が
儲
か
る
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

転
じ
て
、
物
事
と
い
う
の
は

巡
り
め
ぐ
る
の
で
、
意
外
な
と

こ
ろ
に
影
響
が
出
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

　

我
々
の
日
々
の
生
活
も
同
様

で
、
目
先
の
こ
と
ば
か
り
に
と

ら
わ
れ
ず
、先
を
よ
く
見
通
し
、

広
い
視
野
で
事
に
当
た
ら
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
お
力
を
授
け
て
下
さ
る

の
が
、
御
教
祖
が
遺
さ
れ
た
、

寶
生
教
の
修
行
で
ご
ざ
い
ま

す
。
是
非
修
行
日
に
も
足
繁
く

参
拝
さ
れ
、
正
し
い
道
を
見
抜

く
力
を
お
互
い
に
授
か
り
た
い

と
願
う
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

処
暑
を
過
ぎ
て
も
尚
、
厳
し
い
残
暑
の
八
月
三
十
日
（
日
）、

恒
例
の
夏
の
大
掃
除
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

午
前
九
時
の
朝
拝
後
、
御
本

殿
、
修
行
殿
、
教
務
所
や
手
水

舎
と
手
際
よ
く
掃
除
、
各
所
、

一
段
落
す
る
と
、
夏
の
間
に
延

び
た
庭
周
り
の
草
引
き
も
。

　

各
自
、
熱
中
症
対
策
の
水
分

補
給
は
忘
れ
ず
に
、
テ
キ
パ
キ

と
怪
我
な
く
進
み
、
予
定
通
り

午
前
中
に
終
了
、
昼
食
を
頂
き

解
散
と
な
り
ま
し
た
。

　

連
日
の
酷
暑
の
中
、
大
勢
の

皆
様
の
ご
奉
仕
、
誠
に
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ご
参
拝
の
教
信
徒
の
皆
様
、

本
日
は
秋
之
祖
先
霊
大
祭
に
、

全
国
各
地
よ
り
、
道
の
長
手
も

一
筋
に
、
よ
う
こ
そ
ご
参
拝
下

さ
い
ま
し
た
。

　

皆
様
の
誠
心
は
、
必
ず
や
大

神
様
、
各
家
の
ご
祖
先
様
方
に

届
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」

と
申
し
ま
す
が
、
今
年
の
夏
の

厳
し
い
暑
さ
も
、
九
月
に
入
り

大
分
影
を
ひ
そ
め
、
今
日
な
ど

は
爽
や
か
な
秋
晴
れ
の
一
日
を

授
か
り
ま
し
た
。

　

扨
、
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
影
響
で
様
々
な
活
動

が
ま
だ
ま
だ
自
粛
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
ス
コ
ミ
の
や
た
ら
と
自
粛

ム
ー
ド
を
煽
る
、
偏
っ
た
報
道

の
お
か
げ
で
、
夏
の
お
盆
の
帰

省
す
ら
ま
ま
な
ら
ず
、
た
ま
の

一
家
団
欒
、
家
族
団
欒
の
機
会

を
失
い
、
こ
ん
な
に
寂
し
い
夏

は
皆
様
も
記
憶
に
無
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の

方
々
が
そ
の
影
響
を
受
け
ら
れ

た
と
拝
察
し
ま
す
が
、
と
り
わ

け
、
飲
食
に
関
わ
る
方
々
へ
の

影
響
は
多
大
で
し
た
。

　

更
に
言
う
と
「
会
食
」、
食

事
を
共
に
す
る
と
い
う
、
人
と

人
と
が
最
も
打
ち
解
け
や
す
い

機
会
を
も
失
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

古
来
、
私
達
の
祖
国
日
本
で

は
、
食
事
を
共
に
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
同
じ
仲
間
で
あ
る
事

を
確
認
す
る
、
あ
る
種
の
契
約

と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
事
は
『
古
事
記
』
の
中

で
、
イ
ザ
ナ
ミ
尊
が
亡
く
な
っ

た
後
に
黄
泉
之
国
の
食
べ
物
を

口
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
現

世
に
は
帰
れ
な
い
と
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

皆
様
の
身
近
な
所
で
は
祭
典

の
後
の
「
直
会
」。
こ
れ
も
重

要
な
神
事
の
一
つ
で
、
神
様
へ

の
お
供
え
の
お
下
が
り
を
、
参

拝
者
が
分
け
合
っ
て
共
に
頂
く

こ
と
で
、
そ
の
お
徳
を
頂
く
と

い
う
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
か
の
有
名
な
宮
崎
駿

監
督
の
映
画
『
千
と
千
尋
の
神

隠
し
』
の
中
で
、
神
々
の
世
界

に
迷
い
込
ん
だ
、
主
人
公
・
千

尋
の
体
が
だ
ん
だ
ん
透
け
て
無

く
な
り
そ
う
に
な
る
の
を
、
そ

の
世
界
の
食
べ
物
を
口
に
す
る

こ
と
で
食
い
止
め
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。

　

こ
の
表
現
な
ど
は
、
先
に
申

し
た
「
古
事
記
」
の
イ
ザ
ナ
ミ

尊
の
物
語
に
着
想
を
得
て
い
る

の
で
は
と
推
察
し
て
い
ま
す
。

　
「『
食
』
は
、
日
常
生
活
に
お

け
る
最
大
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
媒
体
」
と
、
昨
日
の
新
聞

で
仰
っ
て
い
た
の
は
、
文
化
人

類
学
者
の
石
毛
直
道
さ
ん
で
す
。

　

現
代
の
日
本
は
核
家
族
化
、

通
勤
・
通
学
の
時
間
差
な
ど
で

「
孤
食
化
」
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

誕
生
日
や
記
念
日
な
ど
の
行

事
に
は
、
家
族
揃
っ
て
同
じ
内

容
の
食
事
を
楽
し
む
こ
と
が
大

切
と
、
石
毛
さ
ん
は
独
居
老
人

が
増
え
る
現
代
社
会
に
警
告
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

人
々
が
「
食
」
と
い
う
も
の

を
通
じ
て
同
じ
時
間
、
同
じ
空

間
を
共
有
す
る
と
き
、
何
か
特

別
な
「
絆
」
が
生
ま
れ
る
経
験

を
ど
な
た
も
が
さ
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

家
族
や
親
族
が
一
堂
に
会
し

て
団
欒
を
す
る
と
き
、
そ
こ
に

は
き
っ
と
、
亡
く
な
ら
れ
た
身

近
な
ご
祖
先
が
目
に
は
見
え
な

い
魂
と
し
て
皆
様
の
す
ぐ
そ
ば

で
居
ら
れ
る
事
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
為
に
も
、
日
頃
か
ら
ご

祖
先
を
皆
様
の
様
に
身
近
に
お

世
話
な
さ
る
こ
と
が
大
切
な
の

は
、
今
更
申
し
上
げ
る
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　

か
の
有
名
な
司
馬
遼
太
郎
先

生
は
、
著
書
『
二
十
一
世
紀
に

生
き
る
君
達
へ
』
の
中
で
次
の

様
に
仰
っ
て
い
ま
す
。

　
「
昔
も
今
も
、
ま
た
未
来
に

お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
空
気
と
水
、

そ
れ
に
土
な
ど
と
い
う
自
然
が

あ
っ
て
、人
間
や
他
の
動
植
物
、

さ
ら
に
微
生
物
に
い
た
る
ま
で

が
、
そ
れ
に
依
存
し
つ
つ
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
然
こ
そ
不
変
の
価
値
な
の
で

あ
る
。

　
（
中
略
）

　

人
間
は
自
然
に
よ
っ
て
生
か

さ
れ
て
き
た
。
古
代
で
も
中
世

十
月　

一
日（
木
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

四
日（
日
）　

御
本
宮
遙
拝
式
　　
　

午
前
九
時

　
　
　

八
日（
木
）　

修
行
日　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
七
時

　
　
　

九
日（
金
）　

修
　
行　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時

　
　
　

　
　
　
　
　
教
　
祖
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

十
日（
土
）　

大
祭
準
備
　
　
　　
　

午
前
九
時

　
　

十
一
日（
日
）　

秋
之
例
大
祭　
　
　
　

午
前
十
時
半

　
　

十
五
日（
木
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　

二
四
日（
土
）　

米
子
地
区
敬
和
会

　
　

二
五
日（
日
）　

養
老
教
会
秋
之
大
祭　

午
前
十
時
半

　
　

三
一
日（
土
）　

名
古
屋
地
区
敬
和
会

十
一
月
一
日（
日
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
前
十
時

　
　
　

三
日（
祝
）　

西
播
教
会
秋
之
大
祭　

午
前
十
時
半

　
　
　

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

教
　
会
　
行
　
事

う
つ

し
よ



ほ　　う　　せ　　い 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

（３） 10月号 10月号　（２）（500号） （500号）令和 2 年10月 1 日 令和 2 年10月 1 日

祖霊殿に向い拝礼なさる祭主様

祖
先
よ
り
の
神
道
精
神
を
大
切
に

ご教話

教祖祭
（9月9日）

神
道
は
最
も
自
然

ご教話

月並祭
（9月15日）

正
し
い
道
を
見
抜
く
力
を

　
―
修
行
を
怠
る
な
か
れ
―

ご教話

月並祭
（9月1日）

で
も
、
自
然
こ
そ
神
々
で
あ
る

と
し
た
。」

　

私
達
の
今
あ
る
生
命
は
、
自

然
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る

命
。
遥
か
は
る
か
、
気
の
遠
く

な
る
程
の
年
月
を
か
け
て
祖
先

達
か
ら
受
け
継
い
だ
大
切
な
バ

ト
ン
な
の
で
す
。

　

今
あ
る
生
命
を
大
切
に
、
ま

た
次
の
世
代
へ
と
繋
げ
て
参
り

ま
し
ょ
う
。そ
の
為
に
も
、様
々

な
事
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
、
祖

先
祀
り
を
共
々
に
仕
え
て
参
り

ま
し
ょ
う
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本

日
の
祖
先
大
祭
斎
行
に
あ
た

り
、
役
員
会
で
は
数
日
来
、
祭

典
斎
行
の
協
議
を
頂
き
ま
し
た
。

　

婦
人
世
話
人
の
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
前
々
日
よ
り
撤
饌

の
お
餅
つ
き
の
ご
奉
仕
を
賜
り
、

宝
寿
会
の
皆
様
に
は
、
玉
串
謹

製
の
ご
奉
仕
を
賜
り
ま
し
た
。

　

又
当
日
早
朝
よ
り
ご
奉
仕
頂

き
ま
し
た
総
代
は
じ
め
各
役

員
、
有
志
の
皆
様
に
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

扨
、
皆
様
は
「
大
和
言
葉
」

を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
日
本

語
は
、中
国
か
ら
入
っ
た
漢
語
、

欧
米
か
ら
入
っ
た
外
来
語
、
そ

し
て
大
和
言
葉
の
、
主
に
三
種

類
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
和
言
葉
は
、
我
々
日
本
人

の
祖
先
が
、
古
来
使
っ
て
い
た

言
葉
で
、
現
代
の
日
常
会
話
で

は
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
が
、
祝

詞
や
俳
句
の
季
語
な
ど
で
使
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
大
和
言
葉
が
大
変
情
緒

が
あ
り
美
し
い
と
い
う
こ
と
で

注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。
ど
の

様
な
言
葉
が
あ
る
の
か
と
い
い

ま
す
と
、
例
え
ば
「
秋
田
実
」。

こ
れ
は
稲
穂
の
こ
と
で
す
。

　

他
に
も
富
士
山
の
山
閉
じ
の

こ
と
を
、
夏
の
間
に
人
が
入
っ

た
山
を
洗
い
清
め
る
こ
と
か

ら
、「
御
山
洗
」
と
言
っ
た
り
、

残
暑
の
季
節
、
朝
夕
涼
し
く
冷

え
込
む
こ
と
を
「
朝
寒
」「
夕

寒
」
と
い
っ
た
り
し
ま
す
。

　

祝
詞
で
使
う
大
和
言
葉
で

は
、「
道
も
狭
に
」
と
い
う
言

葉
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
道
幅

い
っ
ぱ
い
に
と
い
う
意
味
で
、

参
拝
者
が
大
勢
参
拝
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

又
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
お

手
洗
い
の
こ
と
を
「
雪
隠
」
と

　

本
日
、
九
月
九
日
は
「
重
陽

の
節
句
」
で
す
。
日
本
で
は
、

奇
数
が
陽
数
、
偶
数
が
陰
数
で

す
。
一
か
ら
九
ま
で
の
う
ち
、

最
も
大
き
い
陽
数
で
あ
る「
九
」

が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

重
陽
の
節
句
と
呼
ば
れ
、
め
で

た
い
日
で
あ
る
と
云
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
九
月
は
秋
分
の
日
、

我
々
に
と
り
ま
し
て
大
切
な
、

言
っ
た
り
も
し
ま
す
が
、
こ
れ

も
大
和
言
葉
で
す
。

　

そ
し
て
、
我
々
の
大
切
な
ご

祖
先
に
関
係
の
あ
る
大
和
言
葉

で
「
終
の
住
処
」
と
い
う
言
葉

が
ご
ざ
い
ま
す
。
死
に
ゆ
く
場

所
と
い
う
意
味
で
ご
承
知
の
様

に
お
墓
の
こ
と
で
す
。

　

元
々
日
本
は
土
葬
の
国
で
す
。

亡
く
な
る
と
、
ご
遺
体
は
そ
の

ま
ま
土
に
葬
る
の
が
最
初
の
姿

で
す
。
火
葬
は
平
安
時
代
頃
に

そ
の
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

メ
イ
ン
は
ず
っ
と
土
葬
で
し
た
。

　

庶
民
が
お
墓
を
貧
富
の
差
無

く
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
江
戸
時
代
後
期
だ
と
云
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は

山
や
自
分
た
ち
の
田
畑
の
片
隅

な
ど
に
葬
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
、
全
て
の

人
が
亡
く
な
る
と
平
等
に
弔
い

を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
定

め
ら
れ
、
庶
民
の
お
墓
と
い
う

概
念
が
確
立
し
ま
し
た
。

　

明
治
に
入
っ
て
、
コ
レ
ラ
と

い
う
疫
病
に
よ
り
多
く
の
人
が

亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、

土
葬
で
は
埋
め
き
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
こ
の
頃
か
ら
火
葬

が
推
奨
さ
れ
始
め
た
の
で
す
。

　

仏
教
で
は
分
骨
と
い
う
習
慣

が
あ
り
ま
す
。
主
に
浄
土
真
宗

で
行
わ
れ
る
形
式
で
、
故
人
の

喉
仏
な
ど
の
遺
骨
の
一
部
を
お

寺
に
納
め
る
と
い
う
習
慣
で
す
。 　

よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ

れ
は
大
変
不
自
然
な
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

先
程
申
し
ま
し
た
様
に
、
日

本
は
土
葬
が
メ
イ
ン
だ
っ
た
国

で
す
。
そ
の
国
で
、
ご
遺
体
の

一
部
を
別
の
場
所
へ
納
め
る
の

は
、
不
自
然
な
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
、
火
葬
が
盛
ん
に
な
っ
て

か
ら
、
仏
教
界
が
仰
っ
た
こ
と

の
よ
う
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
と
い
う
国

に
於
い
て
は
、
故
人
の
遺
骨
は

全
て
お
墓
に
納
め
る
と
い
う
形

が
、
古
来
日
本
人
が
行
っ
て
き

た
、
最
も
自
然
な
神
道
の
姿
な

の
で
す
。

　

そ
し
て
、
ご
祖
先
を
大
切
に

お
祀
り
し
続
け
る
こ
と
が
、
ご

祖
先
の
徳
を
授
か
り
、
ご
守
護

い
た
だ
い
て
、
各
家
の
氏
名
の

発
展
に
繋
が
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。

祖
先
霊
大
祭
が
ご
ざ
い
ま
す
。

世
間
で
は
「
彼
岸
」
と
い
う
呼

び
方
を
し
ま
す
。

　

彼
岸
は
仏
教
用
語
で
、
三
途

の
川
の
対
岸
の
こ
と
で
、
春
分

の
日
と
秋
分
の
日
は
、
三
途
の

川
の
幅
が
最
も
狭
い
の
で
、
あ

の
世
の
ご
祖
先
を
彼
岸
に
供
養

し
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
仏

教
に
よ
る
説
明
で
す
。

　

し
か
し
、
祖
先
祀
り
は
元
々

神
道
行
事
で
す
。
本
来
、
仏
教

は
祖
先
祀
り
と
い
う
概
念
そ
の

も
の
が
な
い
宗
教
で
す
。

　

日
本
に
伝
来
し
、
日
本
人
が

古
来
行
っ
て
き
た
祖
先
崇
拝
を

取
り
入
れ
て
広
ま
っ
た
の
が
、

現
在
の
日
本
に
あ
る
仏
教
の
姿

な
の
で
す
。

　

ご
祖
先
と
の
繋
が
り
の
一
つ

に
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
近
頃
、

樹
木
葬
な
ど
と
い
っ
た
新
し
い

お
墓
の
形
が
し
き
り
に
宣
伝
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
お
墓
は
亡
く
な
っ

た
方
の
「
終
の
住
処
」
で
す
。

個
人
の
お
墓
を
建
て
た
り
、
合

同
で
埋
葬
し
た
り
せ
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
氏
名
ご
と
に
、
基
本
的

な
形
で
お
墓
を
建
て
る
べ
き
な

の
で
す
。

　

し
か
し
、
本
来
の
形
で
な
い

お
墓
や
、
祖
先
崇
拝
が
仏
教
行

事
で
あ
る
と
い
う
間
違
っ
た
認

識
が
段
々
と
広
ま
り
、
古
来
受

け
継
が
れ
て
き
た
姿
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
な
形
を
挙
げ
ま
す

と
、
例
え
ば
雨
に
濡
れ
な
い
よ

う
に
と
屋
根
を
付
け
た
り
、
雑

草
が
生
え
な
い
よ
う
に
と
地
面

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
た
り

し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

お
墓
は
天
と
地
を
繋
ぐ
、
命

の
連
続
を
守
っ
て
い
く
た
め
の

も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
、
天
か
ら
射
す
太
陽
の
光
も

雨
も
当
た
り
、
草
も
延
び
る
、

自
然
の
状
態
を
保
た
な
い
と
い

け
な
い
の
で
す
。

　

そ
し
て
私
達
の
命
は
ご
祖
先

か
ら
連
綿
と
受
け
繋
が
れ
、
今

こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の

命
の
繋
が
り
を
意
識
し
、
実
感

で
き
る
の
が
祖
先
祭
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
今
日
は
教
祖
祭
で

す
。
御
教
祖
が
寶
生
教
の
教
憲

と
し
て
大
神
様
よ
り
ご
神
示
を

受
け
ら
れ
た
「
天
祖
中
心
祖
先

之
教
」。

　

大
神
様
を
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の

生
活
の
中
心
に
据
え
、
ご
祖
先

も
同
様
に
、
大
切
に
お
祀
り
す

る
こ
と
が
、
我
が
教
え
の
根
本

で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
祖
先
崇
拝
は
、

ご
祖
先
の
慰
霊
の
た
め
だ
け
に

行
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
巡

り
巡
っ
て
、
実
は
今
を
生
き
る

私
達
の
た
め
、
そ
し
て
未
来
の

た
め
に
行
う
の
で
す
。

　

ご
祖
先
の
積
み
上
げ
て
こ
ら

れ
た
徳
の
お
陰
で
今
が
あ
り
、

そ
の
徳
を
大
切
に
次
の
世
代
へ

繋
い
で
い
く
の
が
、
祖
先
崇
拝

な
の
で
す
。

　

お
墓
に
関
連
し
て
、
産
経
新

聞
に
面
白
い
エ
ッ
セ
ー
が
投
稿

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
ご

紹
介
致
し
ま
す
。

　
「
妻
は
言
う
。

　

子
ど
も
三
人
育
て
上
げ
、皆
自

分
の
人
生
を
真
面
目
に
生
き
て

い
る
。
か
わ
い
い
孫
も
四
人
生

ま
れ
た
。
あ
な
た
の
家
に
嫁
に

来
て
、ご
両
親
の
介
護
も
し
て
看

取
り
、私
の
役
目
は
終
わ
っ
た
。

い
つ
死
ん
で
も
悔
い
は
な
い
。

　

私
は
言
う
。

　

子
、
孫
は
バ
バ
、
バ
バ
と
慕

っ
て
く
れ
る
し
、
皆
元
気
。
こ

れ
か
ら
は
、
二
人
で
温
泉
旅
行

に
で
も
行
こ
う
。

　

妻
は
い
ま
ど
き
珍
し
い
古
風

な
六
十
六
歳
。
清
潔
好
き
、
料

理
好
き
、洗
濯
好
き
の
働
き
者
。

　

そ
の
う
え
、高
価
な
貴
金
属
、

洋
服
に
興
味
な
く
、
家
に
静
か

に
い
る
こ
と
が
好
き
な
女
性
。

図
書
館
で
借
り
た
本
を
何
冊
も

読
む
。
コ
ロ
ナ
禍
で
の
ス
ト
レ

ス
は
妻
に
は
な
い
。

　

先
日
、
ゆ
っ
く
り
本
を
読
む

と
こ
ろ
が
欲
し
い
と
言
っ
た
ら

し
く
、
息
子
が
安
価
な
机
を
買

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
座
り
心
地

の
良
い
高
価
な
椅
子
を
買
い
に

出
る
も
買
わ
ず
、
台
所
の
片
隅

に
椅
子
を
寄
せ
、
小
さ
く
座
っ

て
読
書
し
て
い
る
。
そ
こ
が
落

ち
着
く
ら
し
い

　

妻
は
本
心
を
言
う
。

　

死
ん
だ
ら
骨
は
海
に
流
す
か
、

木
の
下
に
埋
め
る
か
に
し
て
く

れ
。
決
し
て
、
あ
な
た
の
家
の

墓
に
は
入
れ
て
く
れ
る
な
、と
。

　

厳
格
な
義
母
と
の
同
居
、
さ

ぞ
つ
ら
か
っ
た
こ
と
も
多
く
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
私
に
と
っ

て
は
悲
し
い
話
。

　

こ
れ
、
巷
で
は
当
た
り
前
の

話
な
の
で
し
ょ
う
か
。」

と
い
う
エ
ッ
セ
ー
で
す
。

　

世
間
で
は
た
ま
に
聞
く
お
話

か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。し
か
し
、

申
し
上
げ
る
ま
で
も
無
く
、
妻

は
夫
の
お
墓
に
入
る
べ
き
で
す
。

　

扨
、
話
の
最
後
に
、
皆
さ
ん

は「
因
幡
の
白
ウ
サ
ギ
」と
い
う

神
話
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　

ウ
サ
ギ
が
、
海
の
向
こ
う
に

渡
り
た
い
と
思
い
、サ
メ
に「
数

を
数
え
て
あ
げ
る
か
ら
並
ん
で

ご
ら
ん
」
と
言
い
、
数
を
数
え

る
ふ
り
を
し
な
が
ら
サ
メ
の
背

中
を
利
用
し
て
向
こ
う
岸
へ
渡

っ
て
い
き
ま
す
。

　

も
う
少
し
と
い
う
と
こ
ろ
で

だ
ま
し
て
い
た
こ
と
を
言
っ
て

し
ま
い
、
サ
メ
を
怒
ら
せ
て
、

皮
を
剥
が
れ
ま
す
。

　

痛
く
て
泣
い
て
い
る
と
、
寶

生
教
の
主
祭
神
で
も
あ
り
ま

す
、
大
国
主
之
命
と
そ
の
兄
神

た
ち
が
通
ら
れ
ま
し
た
。
一
行

は
、
因
幡
に
い
る
ヤ
ガ
ミ
ヒ
メ

と
い
う
美
し
い
姫
に
、
求
婚
に

向
か
う
途
中
で
し
た
。

　

前
を
歩
く
意
地
悪
な
兄
神
た

ち
は
、「
海
水
に
つ
か
っ
て
、

天
日
で
乾
か
す
と
良
く
な
る

よ
。」
と
教
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
真
っ
赤
な

嘘
。
ウ
サ
ギ
が
言
わ
れ
た
と
お

り
に
し
ま
す
と
、
良
く
な
る
ど

こ
ろ
か
、
更
に
痛
さ
が
増
し
ま

し
た
。

　

そ
こ
へ
、
兄
神
た
ち
の
荷
物

を
持
っ
て
最
後
を
歩
く
、
大
国

主
之
命
が
や
っ
て
き
て
、「
が

ま
の
穂
に
包
ま
っ
て
、
日
陰
で

静
か
に
し
て
い
れ
ば
良
く
な
る

よ
」
と
告
げ
ま
す
。

　

そ
う
し
て
言
わ
れ
た
と
お
り

に
し
ま
す
と
、
み
る
み
る
う
ち

に
元
の
通
り
毛
が
生
え
て
、
痛

み
も
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
。

　

喜
ん
だ
ウ
サ
ギ
は
「
ヤ
ガ
ミ

ヒ
メ
は
あ
な
た
を
結
婚
相
手
に

選
ぶ
で
し
ょ
う
」
と
予
言
し
、

ウ
サ
ギ
の
言
う
と
お
り
、
ヤ
ガ

ミ
ヒ
メ
が
選
ん
だ
の
は
、
兄
弟

で
最
も
心
優
し
い
大
国
主
之
命

で
し
た
、
と
い
う
お
話
で
す
。

　

し
か
し
、
古
事
記
の
中
で
こ

の
お
話
に
は
続
き
が
あ
り
ま

す
。
選
ば
れ
た
大
国
主
之
命
に

嫉
妬
し
腹
を
立
て
た
兄
神
た
ち

は
、
大
国
主
之
命
を
焼
き
殺
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
知
っ
た
大
国
主
之
命

の
母
サ
シ
ク
ニ
ワ
カ
ヒ
メ
は
、

カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
に
助
け
を

求
め
ま
す
。

　

カ
ミ
ム
ス
ビ
ノ
カ
ミ
は
赤
貝

の
神
と
蛤
の
神
を
遣
わ
し
、
赤

　

皆
様
こ
ん
ば
ん
は
。
九
月
に

入
り
ま
し
て
も
ま
だ
ま
だ
厳
し

い
残
暑
の
中
、
よ
う
こ
そ
ご
参

拝
下
さ
い
ま
し
た
。

　

本
日
、
九
月
一
日
は
「
防
災

の
日
」
で
す
。
今
か
ら
九
十
七

年
前
の
大
正
十
二
年
九
月
一
日

関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
、
大
変

大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　

以
降
、「
天
災
は
忘
れ
た
頃

に
や
っ
て
来
る
」
と
謳
わ
れ
、

こ
の
九
月
一
日
を
防
災
の
日
と

定
め
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
月
日
は
流
れ
ま
し

て
、昨
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

十
月
十
二
日
、
台
風
十
九
号
が

襲
来
し
、
東
日
本
を
中
心
に
甚

大
な
被
害
を
招
い
た
こ
と
は
、

未
だ
記
憶
に
新
し
い
か
と
存
じ

ま
す
。

　

関
東
地
方
を
流
れ
る
川
の
一

つ
に
、
利
根
川
が
あ
り
ま
す
。

利
根
川
は
「
坂
東
太
郎
」
の
異

名
を
持
ち
、
日
本
三
大
暴
れ
川

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
ま
す
。

　

台
風
十
九
号
の
際
、
こ
の
利

根
川
中
流
の
四
つ
の
県
に
ま
た

が
る
地
域
で
「
広
域
避
難
」
と

い
う
取
り
組
み
を
初
め
て
行
っ

た
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
は
、
実
際
に
洪
水
が
起

き
て
か
ら
避
難
す
る
の
で
は
な

く
、
間
も
な
く
洪
水
が
起
き
る

か
も
知
れ
な
い
と
い
う
、
少
し

前
に
住
民
に
避
難
を
促
す
と
い

う
も
の
で
す
。

　

実
際
、
こ
の
台
風
十
九
号
の

折
に
は
、
約
四
万
人
の
方
が
一

斉
に
避
難
し
、
取
り
組
み
は
無

事
に
成
功
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

今
日
の
本
題
は
、
そ
の
利
根

川
の
更
に
上
流
に
あ
る
、
と
あ

る
ダ
ム
の
お
話
で
す
。

　

群
馬
県
に
あ
る
八
ツ
場
ダ
ム

は
、
平
成
二
十
一
年
、
当
時
、

政
権
を
握
っ
て
い
た
民
主
党
が

建
設
中
止
を
表
明
し
た
こ
と
で

話
題
と
な
っ
た
ダ
ム
で
す
。

　

八
ツ
場
ダ
ム
を
め
ぐ
る
経
緯

を
繙
き
ま
す
と
、
国
が
建
設
に

向
け
て
調
査
に
着
手
し
た
の
は

な
ん
と
、
昭
和
二
十
七
年
。

　

利
根
川
の
上
流
で
度
々
洪
水

が
起
き
、
中
下
流
域
で
被
害
が

貝
の
貝
殻
を
粉
末
に
し
、
蛤
の

汁
と
母
の
乳
汁
を
練
っ
た
薬
を

塗
り
つ
け
る
と
、火
傷
が
治
り
、

麗
し
き
姿
に
戻
っ
た
と
い
う
お

話
で
す
。

　

実
は
、
赤
貝
や
蛤
は
人
工
皮

膚
の
素
材
と
な
り
、
人
間
の
身

体
に
同
化
し
や
す
い
物
質
を
含

ん
で
い
る
そ
う
で
す
。

　

火
傷
を
し
た
部
分
に
ペ
ー
ス

ト
状
に
し
て
塗
る
の
は
、
む
き

出
し
に
な
っ
た
表
面
を
覆
っ
て

皮
膚
の
再
生
を
促
す
現
代
の
治

療
と
基
本
的
に
同
じ
で
、
古
事

記
の
記
述
は
医
学
的
に
も
根
拠

が
あ
る
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

神
道
の
根
源
と
も
い
え
る
の

が
神
話
『
古
事
記
』
で
す
。
一

昔
前
は
、
神
話
な
ん
て
単
な
る

お
と
ぎ
話
、
と
言
う
人
も
い
ま

し
た
。

　

し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
事

実
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
少
し
ず
つ
解
明
さ
れ
つ

つ
あ
る
様
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
日
本
に
於
い
て

神
道
こ
そ
が
日
本
人
の
歩
む
べ

き
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、

確
信
を
持
て
る
の
で
は
な
い
か

と
存
じ
ま
す
。

や　

ん　

ば

つ
い

す
み
か

つ
い

す
み
か

は
る

あ
き
た
の
み

お
や
ま
あ
ら
い

あ
さ
ざ
む

ゆ
う

ざ
む

せ

せ
っ
ち
ん
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