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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

令和 3 年 1 月 1 日 令和 3 年 1 月 1 日

祈
願

身
体
健
固

無
病
息
災

人　

形

ひ
と

が
た

奉
納

受
付

申
込
み
受
付

厄
除
け
祈
願

節
分
厄
除
祈
願
祭（
豆
ま
き
神
事
）

　
二
月
二
日（
火
）午
後
七
時
開
祭

年
頭
の
辞

　
　
　

教
主　

山
本
晃
道

　

中
に
は
二
里
上
が
る
方
も
居

ら
れ
ま
す
。
そ
の
月
は
、
よ
い

機
会
が
あ
る
月
な
の
で
す
が
、

何
も
し
な
く
て
も
そ
の
機
会
が

訪
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
本
人
が
、
そ
の
機
微
を
捉

え
て
、
し
っ
か
り
と
努
力
さ
れ

れ
ば
、
自
分
の
力
以
上
の
大
き

な
成
果
を
得
る
事
が
出
来
る
月

な
の
で
す
。

　

例
え
ば
仕
事
上
な
ど
、
思
い

当
た
る
仕
事
内
容
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
が
二
里
上
が
っ
て
い
る
こ

と
に
関
係
の
あ
る
内
容
か
否
か
、

更
に
御
神
宣
い
た
し
ま
す
の
で

お
た
ず
ね
頂
け
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

更
に
「
◯
◯
注
意
」
と
あ
り

ま
す
。
ご
注
意
が
あ
る
月
は
、

何
か
不
安
に
思
わ
れ
る
方
も
居

ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
心
配
す
る
こ
と
は

な
い
の
で
す
。
事
前
に
ご
注
意

頂
け
る
と
い
う
こ
と
に
感
謝
す

る
気
持
ち
を
忘
れ
な
け
れ
ば
、

災
い
が
転
じ
て
福
と
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

内
容
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、

「
交
通
難
」
と
あ
れ
ば
車
の
運

転
だ
け
で
な
く
、
道
を
歩
い
て

い
て
転
ん
で
し
ま
う
と
い
う
ご

注
意
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て「
諸
事
に
注
意
」が
最

も
範
囲
の
広
い
ご
注
意
で
す
。

仕
事
上
を
含
む
場
合
も
あ
り
ま

す
し
、
日
常
生
活
の
不
注
意
で

病
気
や
怪
我
に
気
を
付
け
な
さ

い
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

や
は
り
ご
注
意
の
と
こ
ろ
が

目
に
入
り
や
す
い
で
す
が
、
例

え
ば
御
神
宣
の
際
、
そ
の
上
の

「
分
厘
」
も
よ
く
よ
く
注
意
し

て
御
神
宣
さ
せ
て
頂
け
ば
、
更

に
深
く
ご
神
示
頂
け
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

月
並
運
勢
は
、
御
教
祖
が
大

神
様
か
ら
直
接
御
神
勅
を
受
け

ら
れ
、
現
在
に
残
し
て
く
だ
さ

っ
た
、
所
謂
、
寶
生
教
の
尊
き

秘
法
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
御
神
威
に
感
謝
し
、
努

力
を
怠
る
こ
と
な
く
、
よ
り
良

い
暮
ら
し
が
出
来
る
様
、
お
互

い
に
信
仰
生
活
に
励
み
た
い
と

存
じ
ま
す
。

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
令
和
三
年
、

皇
紀
二
千
六
百
八
十
一
年
、
辛

丑
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。
教
信

徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

大
神
様
、
御
教
祖
様
、
そ
れ
ぞ

れ
の
御
祖
先
様
の
多
大
な
る
ご

守
護
を
賜
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

健
や
か
で
爽
や
か
な
新
年
を
迎

え
ら
れ
ま
し
た
事
と
心
よ
り
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
旧
年
中

は
、
権
現
家
を
は
じ
め
教
会
職

員
に
も
様
々
に
御
気
遣
い
賜

り
、
心
よ
り
厚
く
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
国
内
に
て
も
二
月

頃
よ
り
本
格
的
に
流
行
り
だ
し

た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」

の
影
響
を
受
け
夏
に
予
定
さ
れ

て
い
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

延
期
を
筆
頭
に
様
々
な
行
事
、

催
し
物
が
中
止
を
余
儀
な
く
さ

れ
ま
し
た
。
ま
し
て
や
、
飲
食

業
は
じ
め
多
く
の
産
業
が
営
業

自
粛
要
請
の
煽
り
を
受
け
経
済

的
に
も
深
刻
な
状
況
が
今
も
な

お
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
大
神
様
の
ご
守
護

に
よ
り
当
大
阪
本
部
、
西
播
、

養
老
両
支
部
教
会
で
も
教
信
徒

皆
様
、
そ
の
ご
家
庭
に
至
る
ま

で
こ
の
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た

方
は
現
在
居
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

大
変
に
有
り
難
い
ご
神
威
を

ど
な
た
も
が
頂
か
れ
て
い
る
事

に
心
よ
り
感
謝
致
す
と
こ
ろ

で
す
。

　

さ
て
、
更
に
昨
年
を
振
り
返

り
ま
す
と
我
が
国
皇
室
に
お
い

て
は
一
昨
年
の
御
大
典
に
引
き

続
き
立
皇
嗣
の
礼
が
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

日
本
の
皇
統
の
先
例
に
よ
り

皇
位
継
承
の
順
位
が
明
確
に
さ

れ
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
事

で
す
が
、
皇
室
、
ま
た
男
系
の

男
子
た
る
直
系
の
天
皇
の
存
続

が
盤
石
と
は
言
い
が
た
い
状
況

は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

皇
室
、
天
皇
陛
下
の
存
在
が

こ
れ
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
、

日
本
国
民
の
安
心
し
た
生
活
に

と
っ
て
大
切
な
物
で
あ
る
事
を

全
て
の
日
本
人
が
認
識
す
る
よ

う
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

私
共
の
信
仰
す
る
寶
生
教
、

つ
ま
り
神
道
の
精
神
が
日
本
と

い
う
国
家
に
と
っ
て
か
け
が
え

の
無
い
も
の
で
す
し
、
世
界
融

和
の
原
動
力
に
な
る
こ
と
は
皆

さ
ん
も
す
で
に
ご
承
知
の
通
り

で
す
。

　

昨
年
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
鬼

滅
の
刃
」
と
い
う
ア
ニ
メ
の
中

で
主
人
公
の
少
年
が
大
き
な
優

し
さ
で
仲
間
、
敵
で
あ
る
鬼
を

も
包
み
更
に
、
家
族
の
絆
や
長

男
と
し
て
の
つ
と
め
を
口
に
し

て
、
そ
の
様
な
精
神
が
作
品
ぜ

ん
た
い
を
貫
い
て
い
る
の
は
、

世
の
中
の
多
く
の
人
々
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
日
本
人
と
し
て
の

昔
な
が
ら
の
当
た
り
前
を
渇
望

し
て
い
る
の
か
な
と
推
察
し
て

し
ま
い
ま
す
。

　

私
達
の
信
仰
す
る
寶
生
教
は

そ
の
日
本
人
の
神
道
精
神
を
大

切
に
し
、神
を
敬
い
祖
先
を
尊
ぶ

事
が
大
切
な
基
本
な
の
で
す
。

　

そ
れ
ら
の
基
本
が
土
台
と
な

っ
て
初
め
て
ご
教
祖
が
大
神
様

か
ら
御
神
勅
に
よ
り
授
か
ら
れ

た「
天
祖
中
心
祖
先
之
教
」、「
身

太
気
神
自
之
教
」
か
ら
尊
い
ご

霊
動
、
ご
神
威
が
発
動
さ
れ
る

の
で
す
。

　

人
は
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
の
様

に
、
人
生
に
お
い
て
時
に
は
壁

に
直
面
し
た
り
、
大
き
な
悲
し

み
に
見
舞
わ
れ
た
り
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
壁
や

悲
し
み
も
い
つ
か
は
晴
れ
る
時

が
来
ま
す
。
ど
ん
な
時
に
も
大

神
様
、
ご
祖
先
様
は
皆
さ
ん
を

お
守
り
続
け
て
下
さ
い
ま
す
。

　

神
や
祖
先
に
不
平
不
満
を
言

っ
た
ら
そ
れ
迄
で
す
。

　

大
神
様
、
ご
祖
先
様
方
の
守

護
に
感
謝
し
出
来
る
努
力
最
大

限
行
え
ば
自
ず
と
道
は
開
け
ま

す
。
正
に
神
自
ら
お
導
き
下
さ

る
有
り
難
い
道
な
の
で
す
。

　

今
年
は
、
辛
丑
（
か
の
と
う

し
）
の
歳
。

　

痛
み
は
伴
う
も
の
の
、
現
況

　

よ
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
と
言

わ
れ
る
、
人
生
の
節
目
で
あ
る

厄
年
。
厄
除
祈
願
を
な
さ
っ
て

御
神
幣
の
御
神
威
を
身
体
に
お

受
け
に
な
り
、
災
難
な
き
安
心

し
た
日
々
を
お
過
ご
し
下
さ
い
。

※
厄
除
け
祈
願
申
込
み
は
、
一

月
二
十
五
日
ま
で
に
、
申
込

幣
帛
料（
壱
万
円
）を
添
え
て
、

教
会
事
務
所
へ
ど
う
ぞ
。

※
厄
年（
数
え
年
）

男
性

　

四
十
三
歳（
昭
五
十
四
年
生
）

　

四
十
二
歳（
昭
五
十
五
年
生
）

　

四
十
一
歳（
昭
五
十
六
年
生
）

　

二
十
五
歳（
平
九
年
生
）

女
性

　

三
十
三
歳（　
　
　
　
　
　

）

　

十　

九
歳（
平
十
五
年
生
） 　

教
会
所
定
の
「
人
形
」
に
各

自
の
氏
名
年
齢
を
記
し
、
身
体

健
固
、
無
病
息
災
の
祈
念
を
こ

め
て
、
各
自
の
息
を
吹
き
か
け

て
、
二
月
二
日
の
節
分
祭
ま
で

に
教
会
へ
納
め
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
昨
年
度
の
月
並
運
勢

の
御
神
幣
も
一
緒
に
納
め
て
下

さ
い
。
教
会
で
焼
禍
招
福
祈
願

い
た
し
ま
す
。

ひ
と
が
た

―
日
本
国
と
皇
室
の
安
泰
を
祈
り
ま
し
ょ
う
―

『
建
国
記
念
祭
』　
二
月
十
一
日（
祝
）
午
前
十
時
半

教　

会　

行　

事

一
月　

一
日（
祝
）　

元　

旦　

祭　
　
　
　

午
前
十
一
時

　
　
　

三
日（
日
）　

支
部
新
春
来
参
式　
　

午
前
十
一
時

　
　
　
　
　
　
　
　

御
本
宮
初
月
並
祭　
　

午
前
十
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　

御
本
宮
遙
拝
式　
　
　

午
前
九
時

　
　
　

八
日（
金
）　

お
鏡
開
き
式　
　
　
　

午
前
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　

初
修
行　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
七
時

○
修
行
後
、
健
康
祈
願
の「
お
ぜ
ん
ざ
い
」

を
戴
き
ま
す
。

　
　
　

九
日（
土
）　

修　

行　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時

　
　
　
　
　
　
　
　

初
教
祖
祭　
　
　
　
　

午
後
七
時

　
　

十
一
日（
祝
）　

と
ん
と
焼
き

　
　

十
五
日（
金
）　

初
月
並
祭　
　
　
　
　

午
後
七
時

　
　

十
七
日（
日
）　

西
播
教
会
初
修
行
日

　
　
　
　
　
　
　
　

青
年
部
初
顔
合
わ
せ

　
　

二
十
日（
水
）　

宝
生
会
（
泉
ヶ
丘
Ｃ
Ｃ
）

　
　

二
四
日（
日
）　

養
老
教
会
初
修
行
日

　
　

二
五
日（
月
）　

修
行
日　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
七
時

　
　

三
十
日（
土
）　

名
古
屋
地
区
敬
和
会

二
月　

一
日（
月
）　

月　

並　

祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

二
日（
火
）　

節
分
厄
除
祈
願
祭　
　

午
後
七
時

○
厄
除
祈
願
祭
に
引
続
き
、
節
分
豆
ま

き
神
事
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

○
撤
饌
と
し
て
福
豆
を
授
与
い
た
し
ま

す
。
各
家
の
災
難
、
病
難
除
け
等
と

し
て
の
ご
守
護
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　

七
日（
日
）　

御
本
宮
月
並
祭　
　
　

午
前
十
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　

御
本
宮
遙
拝
式　
　
　

午
前
九
時

　
　
　

八
日（
月
）　

修
行
日　
　
　

午
前
十
一
時
、
午
後
七
時

　
　
　

九
日（
火
）　

修　

行　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時

　
　
　
　
　
　
　
　

教　

祖　

祭　
　
　
　

午
後
七
時

・
・
・

・
・

・
・
・
・

昭
六
十
四
年
生

平
元
年
生

謹
賀
新
年

謹
賀
新
年

令
和
三
年

　
　
辛
丑
之
歳

令
和
三
年

　
　
辛
丑
之
歳



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）  1 月号 令和 3 年 1 月 1 日 1 月号　（２）令和 3 年 1 月 1 日（503号） （503号）

修
行
殿
で
茶
菓
子
を

　
　
　
　
い
た
だ
き
な
が
ら
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
、最
新

の
コ
ロ
ナ
講
話
。中
谷
地
区
世
話
人

天井も長い箒ですす払い。

たたみも雑巾で拭きます。

『
修
行
に
、コ
ロ
ナ
関
連
講
話
』

＝
大
阪
近
郊
合
同
敬
和
会

　
　
　
　
　
　
盛
大
に
開
催
＝

好
天
に
恵
ま
れ「
年
末
す
す
払
い
」

月
並
運
勢
表「
御
幣
」の
色
に
つ
い
て

ご教話

月並祭
（12月15日）

国
土
を
守
る
教
育
を
。

ご教話

月並祭
（12月1日）

正
直
を
元
に
五
福
を
得
る

 

―
神
・
祖
先
の
縁
の
結
び
に
感
謝
―

ご教話

教祖祭
（12月9日）

　

巷
で
は
『
鬼
滅
の
刃
』
と
い

う
ア
ニ
メ
が
大
流
行
し
て
お
り

ま
し
て
、
映
画
の
興
行
収
入
も

歴
代
上
位
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
日
の
産
経
新
聞
に
興
味
深

い
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
ア
ニ
メ
映
画
が
大
ヒ
ッ
ト

し
て
い
る
。『
鬼
滅
の
刃
』
に

あ
や
か
っ
て
、先
日
の
社
説
で
、

『
心
の
中
に
棲
む
鬼
を
断
て
』

と
、
い
じ
め
問
題
に
つ
い
て
取

り
上
げ
ま
し
た
。

　

部
内
の
一
部
に
は
、
心
の
中

に
鬼
な
ん
て
い
る
か
と
眉
を
ひ

そ
め
る
向
き
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
が
、
少
な
か
ら
ぬ
賛
同
を
得

る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

誰
の
心
に
も
鬼
が
入
り
込
む

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い

じ
め
を
許
さ
な
い
、
見
過
ご
さ

な
い
勇
気
や
思
い
や
り
を
教
え

る
こ
と
は
大
切
な
事
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

翻
っ
て
今
、
情
報
発
信
を
含

め
、
国
を
守
る
こ
と
に
全
集
中

で
取
り
組
み
た
い
。
外
交
交
渉

に
は
胆
力
が
い
る
と
よ
く
聞
き

を
打
破
で
き
る
歳
と
い
う
意
味

で
す
。
さ
ら
に
そ
の
痛
み
が
大

き
け
れ
ば
大
き
い
程
、
そ
の
後

に
訪
れ
る
希
望
は
大
き
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

寶
生
教
を
信
仰
す
る
私
達
、

ま
す
。
何
事
に
も
臆
さ
ず
、
圧

力
に
屈
せ
ず
、
国
益
を
守
る
気

概
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
『
鬼
滅
の
刃
』
の
言
葉
を
拝

借
す
れ
ば
、『
全
集
中
の
呼
吸
』

で
す
。
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る

か
、
大
変
心
許
な
い
余
念
が
少

な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

先
週
も
日
中
外
相
会
談
後
の

共
同
記
者
発
表
で
、中
国
の
王
毅

国
務
委
員
兼
外
相
か
ら
、沖
縄
県

の
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
り
、
あ
き

れ
た
発
言
が
あ
っ
た
の
は
皆
さ

ん
も
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。

　

王
外
相
は
『
一
つ
の
事
実
を

紹
介
し
た
い
』と
切
り
出
し
て
、

『
日
本
の
漁
船
を
正
体
不
明
と

し
、
尖
閣
諸
島
の
周
辺
水
域
に

入
っ
て
く
る
の
で
、
中
国
は
や

む
を
得
ず
非
情
的
な
反
応
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
な
ど

と
一
方
的
な
主
張
を
繰
り
広

げ
た
の
に
は
唖
然
と
し
て
い

ま
す
。

　

尖
閣
諸
島
は
歴
史
的
に
も
、

国
際
法
上
も
日
本
の
固
有
の
領

土
で
あ
る
の
に
、
そ
の
事
実
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
責
任
を
転
嫁

す
る
。

　

敏
感
な
水
域
で
事
態
を
複
雑

化
さ
せ
る
行
動
を
回
避
す
べ
き

だ
と
言
う
が
、
悪
い
の
は
中
国

の
方
で
す
。

　

日
本
も
茂
木
外
相
が
中
国
工

船
の
領
海
侵
入
な
ど
に
対
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
強
く
自

制
を
迫
っ
た
と
言
い
ま
す
が
、

握
手
の
代
わ
り
に
肘
タ
ッ
チ
を

し
て
、
友
好
を
ア
ピ
ー
ル
し
た

印
象
の
方
が
残
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　

何
と
か
な
ら
な
い
か
。
自
民

党
の
外
交
部
会
、
外
交
調
査
委

員
会
の
合
同
会
合
で
、
日
本
が

充
分
に
反
応
し
て
い
る
姿
勢
が

見
え
な
い
、
な
ど
の
意
見
も
出

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
都
度
事
実
を
以
て
明
確

に
反
論
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。
怠
れ
ば
、
嘘
が
世
界
に

ま
き
散
ら
さ
れ
て
、
韓
国
が
蒸

し
返
し
て
い
る
慰
安
婦
問
題
で

反
日
の
象
徴
で
あ
る
慰
安
婦
像

が
次
々
と
世
界
中
で
建
て
ら
れ

て
い
る
の
を
見
て
も
解
る
と
お

り
で
す
。

　

友
好
を
損
な
わ
な
い
為
な
ど

と
し
て
、
言
う
べ
き
事
を
言
わ

な
い
の
は
誤
り
で
、
返
っ
て
侮

ら
れ
、
更
な
る
要
求
が
続
く
の

で
す
。

　

領
土
に
関
し
て
は
国
民
の
理

解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
国
土

を
守
る
教
育
が
し
っ
か
り
行
わ

れ
て
き
た
か
も
、
実
は
心
許
な

い
事
実
で
す
。

　

日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
北

方
領
土
や
竹
島
が
不
法
占
拠
さ

れ
て
い
る
現
実
か
ら
目
を
背

け
、
歴
史
的
経
緯
な
ど
を
授
業

で
し
っ
か
り
教
え
る
こ
と
は
あ

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

竹
島
を
例
に
し
て
も
、
学
習

指
導
要
綱
で
我
が
国
固
有
の
領

　

年
の
瀬
迫
る
十
二
月
十
三
日

（
日
）。
大
神
様
の
お
恵
み
に
よ

る
好
天
の
も
と
、
恒
例
の
年
末

す
す
払
い
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

常
に
大
神
様
の
ご
守
護
、
ご
祖

先
方
の
お
導
き
、
そ
し
て
希
望

を
心
の
中
心
に
据
え
て
何
事
に

も
邁
進
す
る
年
と
し
た
い
も
の

で
す
。

　

世
界
の
平
和
、
日
本
国
家
の

　

午
前
九
時
の
朝
拝
後
、
怪
我

な
く
ご
奉
仕
出
来
る
様
お
祓
い

頂
き
、
御
本
殿
、
修
行
殿
、
教

務
所
の
各
所
、
天
井
か
ら
床
ま

で
丁
寧
に
。

　

手
水
舎
や
内
玄
関
の
唐
破
風

発
展
、
皇
室
の
ご
安
泰
、
殊
に

教
信
徒
皆
々
様
の
氏
名
、
ご
家

庭
が
更
に
発
展
さ
れ
、
毎
日
が

お
互
い
に
心
豊
か
な
日
々
で
あ

る
事
を
切
に
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

も
、
一
年
で
溜
ま
っ
た
す
す
を

祓
い
清
め
、
あ
わ
せ
て
拝
殿
に

御
供
え
の
米
俵
も
き
れ
い
に
出

来
ま
し
た
。

　

又
今
回
は
、
普
段
開
放
の
修

行
殿
を
利
用
さ
れ
て
い
る
教
信

徒
以
外
の
地
域
の
方
々
も
、
共

に
ご
奉
仕
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、十
二
月
十
三
日
は
、

古
く
か
ら
「
正
月
事
始
め
、
す

す
払
い
の
日
」
と
云
わ
れ
て
い

る
そ
う
。正
に
そ
の
名
の
通
り
、

新
春
を
清
々
し
く
迎
え
る
準
備

が
万
端
整
い
ま
し
た
。

　

年
末
、
各
家
ご
多
忙
の
中
、

大
勢
の
ご
奉
仕
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

土
と
明
記
さ
れ
た
の
は
、
よ
う

や
く
現
行
の
指
導
要
綱
に
な
っ

て
か
ら
で
す
。
過
去
の
改
定
の

際
に
検
討
さ
れ
な
が
ら
、
韓
国

に
配
慮
し
て
見
送
ら
れ
た
経
緯

も
あ
り
ま
し
た
。

　

自
国
の
領
土
に
つ
い
て
正
し

く
明
記
す
る
こ
と
と
、
外
交
的

な
配
慮
は
関
係
な
い
は
ず
で
す
。

　

日
露
戦
争
の
際
、
ロ
シ
ア
の

バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
の
情
報
を
伝

え
た
久
松
五
勇
士
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。

　

宮
古
島
の
久
松
地
区
の
五
人

の
青
年
が
通
信
施
設
の
あ
る
石

垣
島
ま
で
荒
波
を
超
え
て
小
舟

を
十
五
時
間
こ
ぎ
続
け
て
、『
敵

艦
見
ゆ
』、
の
情
報
が
打
電
さ

れ
ま
し
た
。」

　

こ
の
こ
と
は
、
日
露
戦
争
に

日
本
が
勝
利
を
収
め
る
上
で
、

実
は
大
変
重
要
な
出
来
事
だ
っ

た
の
で
す
。

　
「
こ
う
し
た
隠
れ
た
先
人
の

物
語
を
紹
介
す
る
中
学
の
歴
史

教
科
書
も
あ
る
が
、
ご
く
ご
く

少
数
な
の
で
す
。

　

命
が
け
で
国
を
守
ろ
う
と
し

た
先
人
の
物
語
も
、
も
っ
と
伝

え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。」

　

国
土
を
守
る
と
い
う
こ
と

は
、
国
民
に
と
っ
て
至
極
当
然

の
こ
と
で
す
。
翻
っ
て
、
我
々

信
仰
す
る
者
の
基
本
と
は
何
な

の
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、
神
様

の
存
在
を
認
識
し
、
神
様
に
感

謝
す
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

扨
、
巷
は
お
商
売
の
厳
し
い

ご
時
世
で
、
な
か
な
か
一
筋
縄

で
は
い
か
な
い
と
い
う
の
が
現

実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
日
は
そ
の
「
商
売
」
に
関

す
る
歴
史
的
な
お
話
を
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、上
方
の
商
売
道
、

解
り
や
す
く
言
う
と
、
ど
の
様

に
す
れ
ば
家
柄
が
栄
え
、
富
を

　

去
る
十
一
月
二
十
五
日
に
大

阪
近
郊
合
同
敬
和
会
を
寶
生
教
大
阪
本
部
で
教
父
様
ご
夫
妻
、

教
会
長
様
ご
夫
妻
を
始
め
権
現

家
の
皆
様
や
教
職
員
の
皆
様
に

ご
臨
席
を
い
た
だ
き
、
ご
参
集

の
信
徒
の
皆
様
と
と
も
に
総
勢

約
七
十
名
で
盛
大
に
開
催
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
ご
本
殿
で
全
員
で
参
拝

し
、
引
き
続
き
毎
月
二
十
五
日

の
御
修
行
を
い
た
だ
い
た
後
、

修
行
殿
に
場
所
を
移
し
ま
し
た
。

今
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
関
す
る
助
成
金
等
に
つ
い
て
、

南
海
地
区
世
話
人
の
中
谷
税
理

士
か
ら
、
分
か
り
や
す
く
丁
寧

に
解
説
い
た
だ
き
、
皆
様
熱
心

に
耳
を
傾
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
は
そ
れ
ぞ
れ
で
、
お
茶

と
美
味
し
い
お
菓
子
を
い
た
だ

き
な
が
ら
お
陰
話
や
近
況
な
ど

の
お
話
し
を
さ
れ
て
、
お
開
き

と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

西
部
地
区
世
話
人

　
　

岸
田
浩
暢

蓄
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い

う
こ
と
を
書
い
た
、
今
で
言
う

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
小
説
を
書

い
た
方
が
居
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
人
物
は
井
原
西
鶴
と
い

う
方
で
、
彼
が
書
い
た
『
日
本

永
代
蔵
』
と
い
う
書
籍
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
書
籍
は
、
江
戸
時

代
大
変
な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

り
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
上
方
で
上
手
く
富

を
得
ら
れ
た
方
、
成
功
を
収
め

ら
れ
た
方
、
或
い
は
、
折
角
お

商
売
が
上
手
く
い
っ
て
い
た
の

に
、
途
中
で
上
手
く
い
か
な
く

な
っ
た
方
た
ち
に
、
井
原
西
鶴

が
取
材
し
、
三
〇
編
の
短
編
小

説
に
ま
と
め
た
物
で
す
。

　

そ
の
中
で
井
原
西
鶴
が
語
っ

て
い
る
の
は
、「
商
売
に
は
、

才
覚
と
始
末
が
大
事
」
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。

　

ご
存
知
の
よ
う
に
「
才
覚
」

は
お
商
売
を
す
る
上
で
の
工

夫
。「
始
末
」
は
出
来
る
だ
け

無
駄
を
省
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
は
こ
の
二
つ
の
下
に
も
う

一
つ
、
大
事
な
事
が
有
る
そ
う

な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
「
正
直
の
心
」
で
す
。

　

や
は
り
全
て
の
基
本
は
「
正

直
」
に
商
売
を
し
、
金
儲
け
だ

け
に
走
る
の
で
は
な
く
、
世
の

為
、
人
の
為
に
資
す
る
。

　

そ
う
い
っ
た
基
本
的
な
精
神

の
上
に
、「
才
覚
」
と
「
始
末
」

を
も
っ
て
す
す
め
る
と
い
う
こ

と
が
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
語
っ
た
小
説
な
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
あ
る
言
葉
を
紹

介
致
し
ま
す
。

「
梅
花
五
福
を
開
く
」
と
い
う

言
葉
で
す
。

　

本
日
は
、
元
旦
に
お
渡
し
の

月
並
運
勢
表
に
つ
い
て
、
改
め

て
解
説
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
同
封
の
御
幣
に
つ
い

て
。
運
勢
表
に
記
載
の
方
位
に

お
祀
り
頂
く
わ
け
で
す
が
、
色

が
五
種
類
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
「
白
」
は
平
穏
な
一
年
、

「
縁
」
も
概
ね
平
穏
な
一
年
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
赤
」
は

流
行
病
に
気
を
付
け
な
さ
い
、

「
黄
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
病
に

気
を
付
け
な
さ
い
、「
紫
」
は

精
神
的
な
悩
み
に
気
を
付
け
な

さ
い
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
ご

神
示
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
御
幣
も
大
切
で
す
が
、

運
勢
表
の
「
◯
分
◯
厘
」
も
大

切
な
ご
神
示
で
す
。

　

こ
ち
ら
は
、
同
封
の
説
明
書

き
に
も
あ
り
ま
す
様
に
、
経
済

力
等
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ご
本
人
の
人
徳
や
、

信
仰
の
熱
心
さ
と
い
う
点
を
加

味
し
て
大
神
様
が
決
め
ら
れ
た

数
字
で
す
。

　

こ
の
数
字
が
、
一
厘
で
も
翌

月
に
上
が
っ
て
い
れ
ば
、
心
配

要
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
方
は
、

毎
月
一
厘
ず
つ
上
が
り
ま
す
。

　

日
本
の
冬
の
代
表
的
な
花
の

一
つ
「
梅
」
は
、
ど
の
花
よ
り

さ
き
が
け
て
咲
く
花
で
す
。

　

そ
し
て
梅
に
は
五
枚
の
花
弁

が
あ
り
ま
す
。「
梅
花
五
福
を

開
く
」
は
、
冬
の
厳
し
い
寒
さ

に
耐
え
忍
べ
ば
、
梅
の
花
の
如

く
五
つ
の
し
あ
わ
せ
が
や
っ
て

来
る
と
い
う
言
葉
な
の
で
す
。

　

そ
の
五
つ
の
し
あ
わ
せ
と

は
、「
長
寿
」、「
豊
か
な
財
力
」、

「
無
病
息
災
」、「
天
寿
を
全
う

す
る
」、「
徳
を
修
め
る
」
で
す
。

　

こ
れ
は
中
国
の
『
書
経
』
と

い
う
書
物
か
ら
引
用
さ
れ
た
言

葉
だ
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

は
じ
め
の
「
長
寿
」、「
豊
か

な
財
力
」、「
無
病
息
災
」、「
天

寿
を
全
う
す
る
」
と
い
う
四
つ

は
自
分
の
力
だ
け
で
為
し
得
る

も
の
で
は
無
い
か
と
存
じ
ま
す
。

　

皆
様
の
様
に
し
っ
か
り
と
信

仰
さ
れ
大
神
様
の
ご
守
護
を
得

ら
れ
、
ご
祖
先
に
仕
え
、
そ
の

お
導
き
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
を
得

る
事
が
出
来
る
も
の
で
す
。

　

し
か
し
五
つ
目
の
「
徳
を
修

め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間

の
努
力
の
範
囲
で
あ
る
と
解
説

が
あ
り
ま
す
。

　

先
程
の
『
日
本
永
代
蔵
』
の

お
話
に
も
あ
る
様
に
、
様
々
な

こ
と
で
成
功
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
本
人
の
努
力
が
一
番
大
事

な
の
で
す
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
人
と
人
と
の
ご
縁
、
巡
り

合
わ
せ
と
い
っ
た
所
で
、
世
の

中
の
物
事
は
成
り
立
つ
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
も
の
を
上
手
く

お
運
び
く
だ
さ
り
、
願
い
や
希

望
を
聞
き
届
け
て
く
だ
さ
る
の

も
大
神
様
の
ご
守
護
、
ご
祖
先

の
縁
の
結
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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