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三五七 参り

労
働
は
神
か
ら
の
祝
福

ご教話

月並祭
（9月1日）

万
世
一
系
が
大
切

ご教話

教祖祭
（9月9日）

「
暑
さ
に
負
け
ず
。」

今
年
も
教
会
夏
の
大
掃
除

秋
之
祖
先
霊
大
祭

 

『
守
る
か
ら
こ
そ
、守
ら
れ
る
。』

ご教話

（9月23日）

天
井
の
照
明
器
具
も

　

す
す
は
ら
い
。

祖
霊
殿
に
種
々
の
供
物
を
献
り

　

祝
詞
奏
上
の
本
部
長
様

女
系
の
王
室
も
存
在
し
ま
し

た
。し
か
し
長
い
歴
史
の
中
で
、

様
々
な
権
力
闘
争
が
起
き
た
と

き
に
、
守
り
き
れ
ず
に
滅
び
て

し
ま
い
ま
す
。

　

で
は
何
故
、
女
系
天
皇
で
は

問
題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
女
性
天
皇
と
女
系
天
皇
の

違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

女
性
天
皇
は
推
古
天
皇
な

ど
、こ
れ
ま
で
十
代
八
方
存
在
さ

れ
ま
し
た
が
、勿
論
全
て
男
系

で
未
婚（
生
涯
独
身
）か
天
皇
・

皇
太
子
の
元
配
偶
者（
未
亡
人

で
再
婚
せ
ず
）で
あ
り
ま
し
た
。

　

片
や
女
系
天
皇
は
全
く
意
味

が
違
い
、
例
え
ば
皇
族
の
女
性

で
あ
る
内
親
王
殿
下
が
、
民
間

男
性
と
結
婚
し
そ
の
子
が
天
皇

に
な
っ
た
場
合
が
女
系
天
皇

で
、
初
代
神
武
天
皇
か
ら
続
く

万
世
一
系
が
断
絶
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
女
系
天
皇
は
絶
対

に
認
め
て
は
い
け
な
い
の
で

す
。
神
武
天
皇
即
位
以
来
二
六

八
一
年
、
一
つ
の
国
家
と
し
て

存
在
し
続
け
た
所
以
が
、
天
皇

の
万
世
一
系
に
あ
る
と
云
う
歴

史
の
重
み
を
感
じ
、
後
世
に
正

し
く
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

本
日
は
教
祖
祭
。
来
月
十
月

九
日
は
御
教
祖
の
祥
月
命
日
で

す
が
、
例
大
祭
前
日
と
い
う
こ

と
で
割
愛
致
し
ま
す
。

　

御
教
祖
も
ま
た
皇
室
を
大
変

重
ん
じ
ら
れ
、愛
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
国
民
と
し
て
日
本
の
歴
史

を
認
識
し
、
皇
室
の
大
切
さ
を

世
に
広
め
る
こ
と
が
我
々
教
信

徒
の
大
神
様
へ
の
大
き
な
ご
恩

返
し
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。 　

扨
、
信
仰
生
活
心
得
の
中
に

「
勤
労
や
奉
仕
の
尊
さ
を
忘
れ

ず
、何
事
に
も
親
切
て
い
ね
い
に

い
た
し
ま
す
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

で
は
何
故
、
我
々
日
本
人
に

と
っ
て
「
労
働
」
が
そ
れ
程
尊

く
、
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
日
本
が
神
道
の
国

で
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

　

祝
詞
集
の
「
中
臣
之
太
祓
」

に
「
天
津
罪
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
罪
は
素
盞
嗚
之
尊
が

高
天
原
で
行
っ
た
罪
で
あ
り
、

そ
の
内
容
は
田
を
荒
ら
し
た

り
、
衣
を
織
る
御
殿
を
荒
ら
し

た
り
と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
田
や
機
織
り

御
殿
は
天
照
皇
大
神
の
所
有
す

る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
そ
こ

で
「
労
働
」
な
さ
っ
て
お
ら
れ

た
の
で
す
。

　

因
み
に
、
そ
の
お
姿
を
現
代

ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
の
が
、

直
系
の
子
孫
で
あ
る
皇
室
で
、

天
皇
陛
下
は
田
植
え
や
稲
刈
り

を
、
皇
后
陛
下
は
衣
の
元
と
な

る
糸
を
生
成
す
る
た
め
の
養
蚕

を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
日
本
で
は
神
々
で

す
ら
労
働
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
子
孫
で
あ

る
日
本
人
に
と
っ
て
、
労
働
は

神
様
か
ら
の
祝
福
だ
と
云
う
事

な
の
で
す
。

　

他
の
国
や
宗
教
を
見
て
み
ま

す
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス

ラ
ム
教
な
ど
で
は
、
労
働
は
神

か
ら
与
え
ら
れ
た
罰
だ
と
説
き

ま
す
。

　

日
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事

が
神
様
か
ら
与
え
て
頂
い
た
、

ま
さ
に
天
職
。
で
す
か
ら
そ
の

尊
さ
を
忘
れ
ず
、
感
謝
し
て
、

精
一
杯
勤
し
む
こ
と
が
、
神
様

へ
の
ご
恩
返
し
で
あ
り
、
日
本

人
ら
し
さ
な
の
で
す
。

さ
れ
て
い
る
方
も
、
親
子
で
ご

参
加
下
さ
い
ま
し
た
。

　

ご
奉
仕
は
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
。

　

厳
し
い
残
暑
の
八
月
二
十
九

日（
日
）、
好
天
の
も
と
、
恒
例

の
夏
の
大
掃
除
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

朝
拝
後
、
お
祓
い
を
受
け
、

御
本
殿
、
修
行
殿
、
教
務
所
の

各
所
、
半
年
間
の
汚
れ
を
す
す

払
い
。
加
え
て
、
夏
に
延
び
た

庭
周
り
の
草
引
き
も
。

　

日
頃
、
地
域
の
為
に
開
放
し

て
い
る
「
ま
ほ
ろ
ば
」
を
利
用

　

教
信
徒
の
皆
様
こ
ん
に
ち

は
。
本
日
秋
分
の
日
、
素
晴
ら

し
い
秋
晴
れ
を
授
け
て
頂
き
秋

之
祖
先
霊
大
祭
が
斎
行
で
き
ま

し
た
事
は
大
き
な
喜
び
で
ご
ざ

い
ま
す
。
遠
方
各
地
、
大
阪
近

郊
よ
り
、
よ
う
こ
そ
ご
参
拝
下

さ
い
ま
し
た
。

　

今
日
ご
参
拝
の
皆
様
が
、
目

に
は
見
え
な
い
、
大
神
様
や
各

家
の
ご
祖
先
様
の
御
霊
の
存
在

を
肌
で
感
じ
、
時
に
は
心
で
感

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
受
け
に
な

っ
て
い
る
日
々
の
ご
守
護
や
お

導
き
に
感
謝
申
し
上
げ
、
そ
し

て
各
ご
祖
先
様
の
御
霊
が
、
幽

界
で
心
豊
か
に
、
御
霊
和
や
か

に
お
過
ご
し
に
な
ら
れ
る
様
、

た
だ
い
ま
皆
様
と
共
に
祈
り
を

捧
げ
た
次
第
で
御
座
居
ま
す
。

　

常
々
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す

通
り
、
大
神
様
や
ご
祖
先
様
の

御
霊
と
同
じ
時
間
、
同
じ
空
間

を
共
有
す
る
事
は
と
て
も
大
切

で
、
そ
う
云
っ
た
も
の
が
あ
っ

て
初
め
て
私
達
人
間
は
日
々
の

暮
ら
し
に
潤
い
を
感
じ
ら
れ
る

の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
世
界
中
の
あ
ら

ゆ
る
民
族
が
自
分
達
の
信
仰
を

持
ち
、
そ
の
伝
統
様
式
に
従
っ

て
祖
先
の
御
霊
を
祀
り
、
そ
の

事
を
次
世
代
へ
と
大
切
に
伝
え

て
い
る
の
で
す
。

　

云
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
は

神
道
の
国
で
す
。
神
道
に
は
次

の
よ
う
な
言
葉
が
御
座
居
ま

す
。「
神
道
と
云
う
は
人
々
日

用
の
間
に
あ
り
。」

（
度
会
延
佳
著
『
陽
復
記
』）

　

日
本
の
神
々
、
私
達
の
ご
祖

先
様
の
御
霊
は
、
私
達
、
人
と

人
と
の
間
、
す
ぐ
そ
ば
の
空
間

に
居
ら
れ
、
信
仰
生
活
を
日
々

の
暮
ら
し
の
中
で
実
践
す
る
事

こ
そ
大
神
様
と
共
に
歩
む
、
ご

祖
先
様
と
共
に
歩
む
道
な
の

で
す
。

　

大
神
様
、
ご
祖
先
様
の
御
霊

は
、目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、

す
ぐ
そ
ば
で
守
っ
て
下
さ
っ
て

い
ま
す
。

　

で
す
が
私
達
が
ご
守
護
に
対

す
る
感
謝
の
気
持
ち
や
、
ご
存

在
を
認
識
し
て
い
る
と
云
う
事

を
伝
え
る
の
は
や
は
り
し
き
た

り
や
伝
統
に
則
っ
て
行
う
必
要

が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

各
家
で
大
神
様
、
ご
祖
先
様

を
お
祀
り
し
、
日
々
お
仕
え
に

な
り
、
今
日
の
皆
様
の
様
に
、

ご
祖
先
様
の
慰
霊
を
さ
れ
る
こ

と
で
、
は
じ
め
て
大
神
様
、
ご

祖
先
様
に
感
謝
の
気
持
ち
が
伝

わ
り
ま
す
。

　

こ
の
様
な
所
作
を
神
道
で
は

「
古
き
国
風
の
隨
に
」
と
表
現

致
し
ま
す
。

　

今
月
二
十
九
日
投
開
票
の
、

自
民
党
総
裁
選
。
そ
の
争
点
の

一
つ
に
皇
室
の
皇
位
継
承
問
題

が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
日
出
馬
を
表
明
さ
れ
た
高

市
早
苗
前
総
務
相
は
、
皇
位
継

承
に
関
し
て
、
男
系
維
持
の
重

要
性
を
強
調
し
た
上
で
「
旧
皇

族
の
皇
籍
復
帰
を
可
能
に
す
る

案
を
支
持
し
て
い
る
。
万
世
一

系
の
皇
統
が
正
当
性
の
源
だ
」

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

教
信
徒
の
皆
様
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
よ
く
ご
理
解
頂
い
て

い
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
皇
室

の
正
し
い
在
り
方
に
つ
い
て
改

め
て
お
話
し
致
し
ま
す
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
門
田
隆

将
氏
と
旧
皇
族
の
竹
田
恒
泰
氏

の
共
著
『
な
ぜ
女
系
天
皇
で
日

本
が
滅
ぶ
の
か
』
に
よ
り
ま
す

と
、
男
系
の
男
子
た
る
直
系
を

継
承
し
て
き
た
こ
と
が
如
何
に

日
本
の
幸
せ
に
繋
が
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

か
つ
て
は
世
界
中
で「
王
政
」

の
国
家
が
存
在
し
ま
し
た
。
し

か
し
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
フ
ラ
ン

ス
王
室
が
滅
び
た
よ
う
に
、
歴

史
を
追
う
ご
と
に
王
政
の
国
は

減
り
、
現
存
す
る
有
名
な
王
室

は
イ
ギ
リ
ス
王
室
。

　

そ
し
て
何
と
云
っ
て
も
、
日

本
が
世
界
に
誇
る
皇
室
で
す
。

世
界
で
唯
一
国
家
と
し
て
二
千

年
を
超
え
る
、
最
長
の
歴
史
を

持
つ
国
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
天
皇
陛
下
を
頂

き
、「
男
系
の
男
子
た
る
直
系
」

の
皇
統
を
守
り
続
け
て
き
た
か

ら
な
の
で
す
。

　

例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
で
は

　

古
来
、
日
本
に
伝
わ
る
大
神

様
や
ご
祖
先
様
へ
の
お
参
り
の

姿
、
ま
さ
に
皆
様
の
信
仰
そ
の

も
の
を
忘
れ
ず
に
行
い
次
の
世

代
へ
正
し
く
伝
え
て
い
く
。

　

そ
れ
こ
そ
が
、
日
々
豊
か
な

心
で
過
ご
さ
せ
て
頂
く
秘
訣
で

御
座
居
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
守
っ
て
頂
い
て
い

る
私
達
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
来

る
範
囲
で
最
大
限
、
大
神
様
、

ご
祖
先
様
を
お
守
り
し
て
い
く

事
が
大
切
な
の
で
す
。

　
「
守
る
か
ら
こ
そ
、
守
ら
れ

る
。」

　

こ
れ
こ
そ
が
、
大
神
様
が
御

教
祖
様
を
通
し
て
お
示
し
に
な

っ
た
「
天
祖
中
心
祖
先
之
教
」

で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
こ
の
先
も
、

大
神
様
、
ご
祖
先
様
を
大
切
に

守
り
、
大
い
に
ご
守
護
賜
り
、

心
豊
か
に
日
々
を
過
ご
し
て
参

り
ま
し
ょ
う
。

　

各
家
の
ご
祖
先
様
の
幽
界
で

の
弥
栄
と
更
な
る
自
家
成
立
繁

栄
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
、

本
日
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本

日
の
祖
先
大
祭
斎
行
に
あ
た

り
、
婦
人
世
話
人
の
皆
様
に
は

二
日
前
よ
り
撤
饌
の
ご
準
備
、

宝
寿
会
の
皆
様
に
は
前
日
の
玉

串
調
整
、
各
役
員
、
有
志
の
皆

様
に
は
当
日
早
く
か
ら
の
祭
典

準
備
、
ご
奉
仕
、
誠
に
有
難
う

御
座
居
ま
す
。

十
月　

一
日（
金
）　

月　

並　

祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

三
日（
日
）　

御
本
宮
秋
之
大
祭　
　

午
前
十
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　

御
本
宮
遙
拝
式　
　
　

午
前
九
時

　
　
　

八
日（
金
）　

修
行
日　
　
　
　
　
　

午
前
十
一
時

　
　
　

九
日（
土
）　

大
祭
準
備　
　
　
　
　

午
前
九
時

　
　
　

十
日（
日
）　

秋
之
例
大
祭　
　
　
　

午
前
十
時
半

　
　

十
五
日（
金
）　

月　

並　

祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　

二
四
日（
日
）　

養
老
教
会
秋
之
大
祭　

午
前
十
時
半

　
　

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

　
　

三
一
日（
日
）　

米
子
地
区
敬
和
会

　
　
　
　
　
　
　
　

に
し
恋
マ
ル
シ
ェ

十
一
月
一
日（
月
）　

月　

並　

祭　
　
　
　

午
後
七
時

　
　
　

三
日（
祝
）　

西
播
教
会
秋
之
大
祭　

午
前
十
時
半

　
　
　

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
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祭　
　
　
　

午
後
七
時

教　

会　

行　

事

　

大
切
な
お
子
様
の
、
こ
れ
ま

で
の
無
事
に
感
謝
し
、
こ
れ
か

ら
の
健
や
か
な
成
長
を
、
大
神

様
・
ご
祖
先
様
に
祈
願
致
し
ま

し
ょ
う
。

　

十
一
月
中
、
随
時
受
付
け
て

お
り
ま
す
。
日
時
等
教
会
事
務

所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

く
に
ぶ
り

ま
に
ま

・
・

・
・


