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立
教
記
念
大
祭

七
月
二
十
五
日（
日
）午
前
十
時
半
執
行

―
宵
宮
、恒
例
の
納
涼
会
は
、本
年
は
開
催
い
た
し
ま
せ
ん
。―

本
部
の
夏
祭
り

聖
な
る
も
の
へ
の
畏
敬
の
念

ご教話

月並祭
（6月1日）

偉
大
な
先
人
の
言
葉
に
学
べ

ご教話

月並祭
（5月15日）

お
互
い
の
顔
を
会
わ
せ
て
、

お
陰
話
を
披
露
し
あ
い
ま
し
た
。

教主・大阪本部長様

大
阪
地
区
近
郊
敬
和
会

　
教
会
に
於
い
て
合
同
で
開
催

神
様
へ
の
祈
り
や
誓
い
の
儀
式

が
終
わ
っ
て
、
そ
の
大
切
な
祝

詞
を
入
れ
た
器「
口
」に「
戉
」

を
加
え
て
、
封
を
と
じ
る
こ
と

を
表
し
た
漢
字
な
の
で
す
。

　

更
に
そ
の
下
に
「
心
」
が
あ

り
ま
す
。「
咸
」
に
「
心
」
を
加

え
た
「
感
」
は
、
人
の
祈
り
に

対
し
て
神
の
心
が
動
き
応
え
る

こ
と
。
転
じ
て
人
の
心
が
動
く

と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、以
前
、

そ
の
著
書
『
養
生
訓
』
の
お
話

を
致
し
ま
し
た
江
戸
時
代
の
儒

学
者
、
貝
原
益
軒
と
い
う
人
物

を
紹
介
し
ま
す
。

　

彼
は
享
年
八
十
五
歳
と
い
う
、

当
時
と
し
て
は
大
変
長
生
き
を

さ
れ
た
人
物
で
す
。
そ
の
長
生

き
の
秘
訣
に
つ
い
て
、
実
体
験

に
基
づ
い
て
健
康
法
を
解
説
し

た
の
が
『
養
生
訓
』
で
し
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
飲
食
は
腹
八

分
、
そ
の
他
何
事
も
度
を
過
ぎ

ず
程
々
に
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
こ
と
。

　

更
に
自
然
か
ら
の
借
り
物
で

あ
る
我
々
の
身
体
、
神
様
か
ら

頂
い
た
御
霊
を
大
事
に
使
う
と

い
う
「
感
謝
感
」
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
よ
と
あ
り
ま
す
。

　

筑
前
国
、
現
在
の
福
岡
県
で

生
ま
れ
た
彼
を
、
ド
イ
ツ
の
医

師
・
シ
ー
ボ
ル
ト
は
「
日
本
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
と
呼
び
、

同
時
期
の
大
変
博
識
な
哲
学

者
・
荻
生
徂
徠
を
し
て
「
日
本

で
一
番
の
博
識
は
貝
原
益
軒
で

あ
る
。
私
な
ど
足
下
に
も
及
ば

な
い
。」
と
言
わ
し
め
た
程
の

人
物
な
の
で
す
。

　

彼
の
父
は
、
黒
田
官
兵
衛
で

有
名
な
黒
田
藩
に
祐
筆
（
藩
主

の
書
記
、
記
録
、
代
筆
係
）
と

し
て
仕
え
、
益
軒
も
十
八
歳
で

黒
田
藩
に
仕
え
ま
す
。

　

し
か
し
二
十
歳
の
時
、
二
代

藩
主
・
黒
田
忠
之
の
怒
り
に
触

れ
、
七
年
間
の
浪
人
生
活
を
送

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
間
、

何
と
日
本
中
を
歩
き
、
様
々
な

勉
強
を
さ
れ
、「
日
本
一
の
博

識
」
と
呼
ば
れ
る
程
の
基
本
を

備
え
ら
れ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
医
者
と
し
て
、
又

大
変
な
物
知
り
と
し
て
江
戸
で

有
名
に
な
り
ま
す
。
そ
の
情
報

を
耳
に
し
た
三
代
黒
田
藩
主
・

光
之
の
命
に
よ
り
、
藩
医
と
し

て
帰
藩
し
、
再
び
黒
田
藩
に
仕

え
る
事
と
な
る
の
で
す
。

　

三
代
藩
主
・
光
之
に
「
黒
田

家
の
歴
史
を
書
物
に
纏
め
て
ほ

し
い
」
と
依
頼
さ
れ
、
益
軒
は

『
黒
田
家
譜
』
を
編
纂
し
ま
す
。

そ
の
際
得
た
知
識
で
、
晩
年
、

『
朝
野
雑
載
』
を
著
し
ま
す
。

　

こ
の
書
物
は
戦
国
武
将
に
関

す
る
興
味
深
い
逸
話
を
素
材
と

し
て
、
戦
国
時
代
の
様
々
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
物
語
風
に
仕
立
て

た
書
物
で
す
。

　

そ
の
中
で
豊
臣
秀
吉
の
語
っ

た
言
葉
と
し
て
、
次
の
言
葉
が

紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
世
の
中
は
三
つ
の
『
つ
る
』
が

大
切
で
あ
る
。

　

1
つ
目
は
、『
畏
づ
る
』。

天
を
畏
れ
、
自
然
を
畏
れ
、
神

へ
の
畏
敬
の
念
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
。

　

二
つ
目
は
、『
恥
づ
る
』。

己
の
言
動
を
慎
み
、
常
に
俯
瞰

的
に
見
て
、
正
し
い
か
ど
う
か

を
判
断
し
な
さ
い
。

　

三
つ
目
は
、『
感
づ
る
』。

人
の
心
、
世
の
中
の
動
き
を
よ

く
観
察
し
、
敏
感
に
感
じ
取
り

な
さ
い
。

こ
れ
が
大
切
な
三
つ
の『
つ
る
』

で
あ
る
。」

と
い
う
言
葉
で
す
。

　

更
に
、
益
軒
が
医
師
と
し
て

遺
し
た
言
葉
を
紹
介
し
ま
す
。

「
薬
を
売
る
も
の
は『
両
眼
』。

薬
を
用
い
る
も
の
は『
一
眼
』。

薬
を
服
す
る
も
の
は『
無
眼
』。」

で
す
。

　

つ
ま
り
、
薬
を
つ
く
っ
た
人

は
そ
の
薬
に
つ
い
て
よ
く
知
っ

て
い
る
。
そ
の
薬
を
使
う
医
者

は
、
つ
く
っ
た
人
程
で
は
な
い

が
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
。
そ

し
て
我
々
一
般
人
は
、
そ
の
薬

の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
よ
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
れ
に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
道

の
プ
ロ
と
し
て
、
謙
虚
な
心
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う

教
訓
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

現
代
の
コ
ロ
ナ
禍
に
於
い
て

も
、
歴
史
に
名
を
残
す
先
人
の

言
葉
に
学
ぶ
べ
き
所
が
多
々
あ

る
と
存
じ
ま
す
。

　

去
る
五
月
二
十
九
日
、
大
阪

地
区
近
郊
敬
和
会
を
寶
生
教
大

阪
本
部
に
て
、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
の

ご
参
列
の
も
と
、
総
勢
約
四
十

名
で
盛
大
に
開
催
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

ご
本
殿
に
て
全
員
で
参
拝
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
、
一
の

間
及
び
二
の
間
へ
場
所
を
移
し

て
合
同
敬
和
会
を
開
始
。
今
回

は
参
加
者
の
皆
様
に
御
陰
話
を

ご
披
露
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

青
木
世
話
人
の
無
事
故
・
無

違
反
の
御
陰
話
を
う
け
て
、
教

会
長
様
か
ら
祈
り
を
口
に
出
し

て
唱
え
る「
言
霊
」の
大
切
さ
を

改
め
て
説
い
て
い
た
だ
く
な

ど
、
貴
重
な
お
話
に
皆
様
熱
心

に
耳
を
傾
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

美
味
し
い
お
茶
と
お
菓
子
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

に
自
己
紹
介
や
御
陰
話
を
お
話

さ
れ
、
大
変
有
意
義
な
時
間
と

な
り
ま
し
た
。

　
　
　

西
部
地
区
世
話
人

岸
田
浩
暢

　

早
く
も
一
年
の
折
り
返
し
の

六
月
、
水
無
月
で
す
。
梅
雨
の

季
節
な
の
に
「
水
無
月
」
と
呼

ば
れ
ま
す
が
、
以
前
も
申
し
上

げ
た
様
に
、「
な
」は「
の
」で「
水

の
月
」、
つ
ま
り
、
水
が
大
切

な
月
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

季
節
の
変
わ
り
目
、
又
こ
れ

か
ら
暑
い
夏
を
迎
え
ま
す
が
、

お
身
体
ご
自
愛
い
た
だ
き
、
体

調
崩
さ
れ
ま
せ
ん
様
に
。

　

扨
、
先
日
あ
る
商
談
の
為
に

外
部
の
方
が
教
会
に
お
見
え
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
方
は
普
段

お
一
人
で
現
場
に
行
か
れ
る
そ

う
な
の
で
す
が
、
こ
の
日
の
寶

生
教
へ
の
商
談
に
は
、
奥
様
が

「
一
緒
に
行
っ
て
も
い
い
？
」

と
言
っ
て
、
初
め
て
ご
主
人
の

仕
事
場
に
つ
い
て
来
ら
れ
た
そ

う
で
す
。

　

に
も
関
わ
ら
ず
、
当
日
出
か

け
る
前
に
些
細
な
こ
と
で
夫
婦

げ
ん
か
を
さ
れ
た
そ
う
。
お
互

い
に
心
が
さ
さ
く
れ
た
様
な
状

態
で
教
会
へ
向
か
わ
れ
た
の
だ

そ
う
で
す
。

　

モ
ヤ
モ
ヤ
し
な
が
ら
、
い
ざ

教
会
の
門
を
く
ぐ
ら
れ
、
手
水

を
さ
れ
る
と
、
ふ
と
空
気
感
が

変
わ
っ
た
の
を
感
じ
ら
れ
た
の

だ
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
奥
様
が
、
寶
生
教
の

境
内
に
足
を
踏
み
入
れ
た
途

端
、「
な
る
ほ
ど
こ
の
空
間
に

は
神
様
が
お
ら
れ
る
ん
だ
」
と

い
う
こ
と
を
肌
で
実
感
さ
れ
、

更
に
は
、「
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い

た
心
が
整
い
ま
し
た
」
と
い
う

有
り
難
い
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。

　

教
信
徒
の
皆
様
も
同
じ
様
な

経
験
が
お
あ
り
か
と
存
じ
ま

す
。外
部
の
方
も
感
じ
ら
れ
る
、

大
変
お
お
ら
か
な
、
尊
く
有
り

難
い
神
様
を
、
我
々
は
信
仰
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
先
日

産
経
新
聞
に
「『
聖
』
な
る
も

の
へ
の
畏
敬
」
と
い
う
記
事
が

あ
り
ま
し
た
。

　

人
間
は
誰
し
も
、
生
ま
れ
な

が
ら
に「
祈
る
」と
い
う
精
神
を

持
っ
て
い
る
そ
う
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
世
界
に
は
あ
ら
ゆ
る

宗
教
が
在
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民

族
の
歴
史
と
と
も
に
存
在
し
続

け
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た「
聖
な
る
も
の
」

を
残
念
な
が
ら
日
本
は
大
東
亜

戦
争
以
降
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
は
教
育
現
場
で
、「
聖
な

る
も
の
へ
の
畏
敬
の
念
」
を
教

え
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
。

　

こ
の
記
事
は
論
説
副
委
員
長

の
沢
辺
隆
雄
氏
が
寄
稿
さ
れ
、

「
宗
教
教
育
は
教
育
に
お
い
て

い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
深
く
理

解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

　

皆
様
は
、
漢
文
学
者
の
白
川

静
氏
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

福
井
県
出
身
、
立
命
館
大
学
名

誉
教
授
で
、
生
涯
を
通
し
漢
字

の
成
り
立
ち
や
意
味
に
つ
い
て

研
究
さ
れ
、
平
成
十
八
年
に
お

亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
で
す
。

　

著
書
も
多
く
遺
さ
れ
、
そ
の

記
事
を
産
経
新
聞
で
取
り
上
げ

連
載
さ
れ
る
そ
う
で
、
そ
の
第

一
回
が
先
日
五
月
一
日
の
新
聞

に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

第
一
回
目
は
「
感
」
と
い
う

漢
字
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
。

熟
語
で
は「
感
謝
」や「
感
動
」、

最
近
よ
く
目
に
す
る
も
の
で
は

「
感
染
」
と
い
う
言
葉
に
も
使

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
「
感
」
の
中
に
あ
る
「
口
」

と
い
う
字
。
こ
れ
は
顔
に
あ
る

「
口
」
と
い
う
意
味
で
は
無
く
、

神
様
へ
の
祈
り
の
言
葉
を
入
れ

る
器
「
口（
サ
イ
）」
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て「
戉（
エ
ツ
）」の
部
分

は「
ま
さ
か
り
」の
こ
と
。「
口
」

に
「
戉
」
を
加
え
た
「
咸
」
は

い
。」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

更
に
、
武
蔵
野
大
学
教
授
の

貝
塚
茂
樹
氏
は
、
昭
和
四
一
年

の
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
別

記
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
で

宗
教
的
情
操
に
つ
い
て
「
生
命

の
根
源
す
な
わ
ち
聖
な
る
も
の

に
対
す
る
畏
敬
の
念
」
と
定
義

し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

我
々
教
信
徒
に
と
り
ま
し
て

「
聖
な
る
も
の
」
と
は
、
正
に

寶
生
山
八
津
御
嶽
大
神
、
又
、

各
家
の
御
祖
先
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

翻
っ
て
、
寶
生
教
の
存
在
を

広
く
世
に
知
ら
し
め
、
更
な
る

神
威
高
揚
、
教
勢
拡
充
を
願
う

事
が
、
大
神
様
、
御
祖
先
へ
の

何
よ
り
の
ご
恩
返
し
で
は
な
い

か
と
存
じ
ま
す
。

　
「
初
心
忘
る
ゝ
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
初
め

に
心
に
決
め
た
志
を
最
後
ま
で

貫
き
通
す
こ
と
、
そ
し
て
最
初

に
感
じ
た
感
激
を
忘
れ
ず
に
持

ち
続
け
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
存

じ
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
大
神
様
の
ご
神
徳
、

御
祖
先
の
ご
守
護
に
対
し
て
、

決
し
て
「
当
た
り
前
」
と
思
わ

ず
、「
有
り
難
い
」
と
い
う
感

謝
感
を
、
常
に
忘
れ
ず
に
持
ち

続
け
て
参
り
た
い
も
の
で
す
。

七
月　

一
日（
木
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

四
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（
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
一
日（
日
）　

養
老
教
会
修
行
日

　
　

十
四
日（
水
）　

宝
生
会（
富
士
ス
タ
ジ
ア
ム
G
C
）

　
　

十
五
日（
木
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　

十
七
日（
土
）　

西
播
教
会
修
行
日

　
　

二
四
日（
土
）　

大
祭
準
備
、
宵
宮
式　

午
前
九
時

　
　

二
五
日（
日
）　

立
教
記
念
大
祭　
　
　

午
前
十
時
半

　
　

二
八
日（
水
）　

神
　
伝
　
灸
　
　
午
前
九
時
〜
午
後
三
時

八
月　

一
日（
日
）　

月
　
並
　
祭　
　
　
　

午
前
十
時

　
　
　

八
日（
祝
）　

御
本
宮
月
並
祭　
　
　

午
前
十
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
御
本
宮
遙
拝
式
　　
　

午
前
九
時

　
　
　

九
日（
振
休

）　

教
　
祖
　
祭　
　
　
　

午
前
十
時

教
　
会
　
行
　
事

か
い
ば
ら
え
き
け
ん

お
ぎ
ゅ
う

そ
ら
い

ち
ょ
う

や
ざ
っ
さ
い

か
ん は おせ

い

し
ず
か

し
ら
か
わ


