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第 4 1 3 号

な
い
神
々
や
先
祖
の
霊
の
存
在

ま
で
も
信
用
し
な
い
人
々
が
、

あ
ま
り
に
も
多
過
ぎ
ま
す
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
人
間

自
身
の
都
合
で
、
勝
手
に
自
然

を
破
壊
し
た
り
、
大
気
を
汚
染

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
『
便
利
な
生
活
』
の
代
償
と

し
て
『
健
康
な
身
体
』
を
失
う

事
は
、
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か

な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
。

　

人
間
は
、
大
神
様
に
よ
っ
て

魂
を
授
か
り
、『
生
か
さ
れ
て

い
る
』
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
形
は
違
っ
て
も
、

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
使

命
を
荷に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
現
在
は
考
え
ら
れ

な
い
様
な
殺
人
事
件
が
、
毎
日

当
然
の
様
に
起
き
て
い
ま
す
。

　

人
生
の
途
上
で
悪
魔
に
と
り

つ
か
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
消
さ

れ
た
命
の
燈と
も
し
び火
は
、
二
度
と
灯と
も

る
事
は
な
い
の
で
す
。

　

本
当
に
恐
ろ
し
い
世
の
中
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

改
め
て
『
平
穏
無
事
』
に
過

ご
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
事
に
感

謝
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

天
あ
ま
つ
つ
み罪

と
国
く
に
つ
つ
み罪

と
を
祓
う
起
源

は
上
代
に
あ
っ
て
、
日
本
書
紀

で
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
犯

し
た
罪
に
よ
っ
て
天
岩
戸
が
閉

詞
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

六
月
は
、
五
行
で
い
う
と
、

夏
と
秋
の
交
替
期
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。

　

昔
か
ら
不
思
議
な
事
に
は
、

こ
の
時
期
に
は
ど
う
い
う
わ
け

か
疫
病
や
水
害
が
多
く
、
対
立

関
係
に
あ
る
二
つ
の
季
節
が
打

ち
合
う
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
人
の
身
に
振
り
か
か

る
災
い
や
穢
れ
は
、
区
切
り
の

よ
い
と
こ
ろ
で
祓
う
必
要
も
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
が

六
月
晦
日
の
大
祓
祭
で
、
特
に

こ
の
大
祓
祭
を
夏な
ご
し越

の
祓
は
ら
い

と
呼

ん
で
い
ま
す
。（
ち
な
み
に
、

出
雲
心
友
教
会
で
は
、
最
後
の

日
曜
の
二
十
八
日
で
す
。）

　

古
来
の
日
本
人
は
、
目
に
見

え
な
い
神
々
や
先
祖
に
対
し
て

畏
敬
の
念
を
持
っ
て
毎
日
を
生

活
し
て
い
ま
し
た
。

　

現
代
の
日
本
人
は
と
言
う
と

科
学
の
進
歩
や
経
済
の
発
達
に

伴
っ
て
、
こ
う
し
た
目
に
見
え

ま
り
、
こ
れ
を
開
く
段
に
、
天

児
屋
命
の
奏
上
し
た
祝
詞
を
、

「
解は
ら
へ除

の
太ふ
と
の
り
と

諄
辞
」
と
称
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
大
祓
詞
に

相
当
し
ま
す
。
古
語
捨
遺
で
も

天
罪
・
国
罪
は
、
中
臣
祓
詞
に

あ
る
と
見
え
て
い
る
よ
う
に
、

上
代
か
ら
大
祓
の
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
国
家
の
行
事
と
し
て

毎
年
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
国
家
の
制
度
が
大
成
し
た

大
宝
令
頃
か
ら
の
こ
と
で
す
。

　

六
月
（
夏
越
の
祓
）・
十
二

月
（
年
越
の
祓
）
の
晦
日
に
な

る
と
、
当
時
平
安
朝
に
親
王
以

下
百
官
及
び
男
女
の
者
が
大
内

裏
の
朱
雀
門
前
の
祓
所
に
参
集

し
て
大
祓
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
時
、
中
臣
が
宣
る
祓
詞

が
、
大
祓
詞
で
あ
り
、
大
祓
詞

が
終
わ
る
と
卜う
ら
べ部
が
解は
ら
へ除
を
行

な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
大
祓
は
国
中
の
穢

れ
を
祓
い
清
め
る
行
事
だ
っ
た

の
で
す
。

　

民
間
で
も
、
こ
れ
に
慣
っ
て

同
じ
よ
う
に
大
祓
が
年
二
回
行

な
わ
れ
、
そ
の
時
に
は
禊み
そ

ぎ
を

す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
祓
祭
と
言
っ
て
も
祓
い
の

方
法
は
神
社
に
よ
っ
て
様
々
で

す
が
、
出
雲
心
友
教
会
で
は
、

中
で
も
極
め
て
重
要
な
言こ
と
だ
ま霊
に

よ
る
祓
い
の
方
法
で
仕
え
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

大
祓
祭
当
日
、
神
殿
に
お
ま

い
り
さ
れ
た
方
全
員
で
大
祓
詞

（
当
日
は
祝
詞
本
を
必
ず
お
持
ち

下
さ
い
）
を
三
回
奏
上
す
る
事

に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
つ

ま
り
言こ
と
だ
ま霊
に
よ
っ
て
、
自
分
自

身
の
魂
を
浄
化
し
、
更
に
切き
り
ぬ
さ麻

に
よ
っ
て
身
を
清
め
ま
す
。

　

こ
う
し
て
半
年
ご
と
に
、
自

分
自
身
の
穢
れ
、
言
葉
の
罪
や

心
の
罪
な
ど
を
祓
っ
て
、
清
浄

な
魂
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
半
年
を
迎
え
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
も
お
わ
か

り
の
様
に
、
半
年
間
の
罪
穢
れ

は
、
自
分
自
身
で
祓
わ
せ
て
頂

く
の
が
本
来
の
姿
で
は
あ
り
ま

す
が
、
当
日
お
み
え
に
な
れ
な

い
方
の
為
に
人ひ

と

形が
た

を
お
送
り
致

し
ま
す
の
で
、
一
人
に
つ
き
一

枚
使
用
し
て
、
中
央
に
氏
名
、

左
側
に
生
年
月
日
を
ご
記
入
の

上
、
ご
返
送
下
さ
い
ま
せ
。

　

今
年
の
大
祓
祭
は
、六
月
二

十
八
日
（
日
）
の
二
時
か
ら
で
す
。

　

尚
、
当
日
お
み
え
に
な
る
方

の
人
形
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
下
さ
い
。

大 国 主 大 神 様 の 御 神 像

大

祓

大

祓

大

祓

祭祭祭

大

祓

祭

大

祓

祭

　

大
祓
際
は
、
我
が
国
上
代
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
祓
式
で
す
。

　

一
定
の
制
式
と
し
て
定
め
ら

れ
た
の
は
、
大
宝
令
、
つ
い
で

延
喜
式
で
、
式
の
祝
詞
式
の
う

ち
に
、
六
月
、
十
二
月
の
大
祓
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●
心
友
会
だ
よ
り
布
教
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

心
友
会
だ
よ
り
を
年
間
千
八
百
円

（
一
部
に
つ
き
）
で
お
わ
け
し
ま
す
。

　

親
戚
の
方
や
、
知
人
の
方
に
お
渡

し
く
だ
さ
い
。

　

こ
ち
ら
か
ら
直
接
郵
送
も
可
能
で
す
。

　
（
郵
送
先
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。）

●
会
長
先
生
の
ご
著
書
ご
ざ
い
ま
す

　

会
長
先
生
の
ご
著
書
、「
日
本
の
心

神
道
入
門
」（
再
版
）、「
霊
の
め
ぐ

み
霊
の
さ
わ
り
」、「
神
霊
の
奇
跡
」、

「
神
の
こ
こ
ろ
・
霊
の
め
ぐ
み
」、

　

全
て
、
末
広
会
に
て
販
売
し
て
お

り
ま
す
。

　

在
庫
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
求
め
下
さ
い
。

ご
不
明
な
点
等
、ご
ざ
い
ま
し
た
ら

　

○
四
四
（
九
七
六
）
○
七
○
八

佐
藤
ま
で

心
友
会
コ
ー
ナ
ー

●
御
中
元
予
約
受
付
中

　

謝
恩
特
価
に
て
全
国
宅
配
無
料

　

産
地
直
送
品
を
始
め
約
八
〇
〇
点
。

　

そ
の
他
、
各
種
贈
答
品
承
り
ま
す
。

　

多
少
に
拘
ら
ず
お
気
軽
に
ご
用
命
下

さ
い
。（
一
個
で
も
注
文
Ｏ
Ｋ
）

●
冠
婚
葬
祭
用
カ
タ
ロ
グ
ご
ざ
い
ま
す
。

　

自
由
に
選
べ
る
カ
タ
ロ
グ
カ
デ
ュ
ー
。

　

予
算
別
に
は
、贈
答
品
文
庫
カ
タ
ロ
グ
。

　

是
非
ご
利
用
下
さ
い
ま
せ
。

　

詳
し
く
は
お
電
話
に
て
。

●
宮
城
県
産
、
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
御
奉
納

米
と
し
て
承
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
宅
用
と
し
て
も
、
名
水 

の
逸
品
の
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
。

　

発
送
も
致
し
て
お
り
ま
す
。

●
多
良
間
島
産
の
黒
糖

　

販
売
開
始

　

さ
と
う
き
び
か
ら
作
ら
れ
た
本
物
の

黒
糖
で
す
。

●
他
に
も
多
数
商
品
ご
ざ
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
、
資
料
請
求
は
、

○
四
四
（
九
七
六
）
二
八
八
二
ま
で

末
広
会
コ
ー
ナ
ー

出
雲
参
拝

　

全
国
各
地
か
ら
、
長
い
旅
を

し
て
出
雲
大
社
に
参
拝
す
る
と

き
、
漸
く
「
お
国
帰
り
」
を
果

た
す
こ
と
が
出
来
た
と
言
う
安

心
感
を
覚
え
る
と
同
時
に
、
何

か
偉
大
な
も
の
、
神
々
し
い
も

の
に
直
接
向
か
い
あ
っ
て
い
る

と
い
う
、
言
い
し
れ
ぬ
緊
張
を

覚
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
印
象
の
強
さ
は
最
初
の

参
拝
の
と
き
も
、
三
十
数
年
経

っ
た
今
で
も
変
わ
る
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

本
当
に
『
心
（
魂
）』
の
ふ

る
さ
と
に
帰
っ
た
の
だ
と
改
め

て
実
感
し
た
も
の
で
す
。

　

古
代
か
ら
平
安
期
に
か
け

て
、
草
創
期
の
出
雲
大
社
は
、

濃
い
緑
の
八
雲
山
を
背
に
、
波

の
寄
せ
く
る
海
を
す
ぐ
前
に
の

ぞ
み
、
白
砂
の
上
に
高
く
高
く

壮
大
な
柱
の
列
を
見
せ
て
聳そ
び

え

立
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
頃
（
平
安
時
代
の
中

頃
）、
源
み
な
も
と
の
た
め
の
り

為
憲
の
著
と
い
う

『
口
く
ち
ず
さ
み遊
』
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

い
わ
ば
、
当
時
の
子
供
の
た

め
の
社
会
科
の
参
考
書
の
よ
う

な
も
の
で
、
当
時
の
著
名
な
も

の
を
紹
介
し
た
り
、
そ
の
大
き

さ
の
順
位
を
暗
記
し
や
す
い
よ

う
に
、
口
で
誦
え
や
す
い
よ
う

に
工
夫
し
て
書
き
ま
と
め
た
も

の
で
、
こ
の
中
に
「
橋
」
と

「
大
仏
」
と
「
建
物
」
に
つ
い

て
、
そ
の
大
き
さ
の
第
一
、
第

二
、
第
三
位
が
記
し
て
あ
り
ま

す
。

　

ま
ず
橋
は
〈
山
太
、
近
二
、

宇
三
〉
と
あ
り
、
こ
の
太
、
二
、

三
と
は
、
今
も
よ
く
口
誦
さ
ま

れ
る
例
の
「
坂
東
太
郎
」（
利

根
川
）、筑
紫
二
郎
（
筑
後
川
）、

四
国
三
郎
（
吉
野
川
）
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
る
呼
び
方
と
同
じ

で
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
橋
の
場

合
、
京
都
の
山
崎
橋
が
第
一
の

大
き
さ
で
、
つ
ぎ
が
近
江
の
勢

多
橋
、
京
都
の
宇
治
橋
の
順
に

な
る
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

つ
い
で
大
仏
の
項
を
み
ま
す

と
〈
和
太
、
河
二
、
近
三
〉
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
も
説
明
に
よ
り
ま
す

と
、
第
一
位
が
大
和
の
東
大
寺

の
大
仏
、
第
二
位
が
河
内
の
知ち

識し
き

寺じ

、
第
三
位
が
近
江
の
関せ
き
で
ら寺

の
仏
像
の
こ
と
を
指
し
て
お
り

東
大
寺
の
あ
の
大
仏
が
最
大
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
も
昔

も
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
前
置
き
が
大だ
い
ぶ分
長
く
な

り
ま
し
た
が
、
愈い
よ
い
よ々

建
物
の
話

に
入
り
ま
す
。

　

当
時
の
大
建
築
お
ぼ
え
歌
の

順
は
、
ま
ず
「
大た
い
お
く屋
を
誦
し
ょ
う
し
て

謂い

う
」
と
あ
り
、〈
雲
太
、
和

二
、
京
三
〉
と
記
し
て
あ
り
ま

す
。

　

そ
の
述
べ
て
あ
る
説
明
に
よ

り
ま
す
と
「
雲
太
」
と
は
出
雲

郡こ
お
りに
あ
る
出
雲
大
社
の
神
殿
の

こ
と
で
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
大

き
く
、
つ
い
で
大や
ま
と
の
く
に

和
国
東
大
寺

の
大
仏
殿
で
あ
り
、
京
三
と
は

当
時
の
京
都
の
大
極
殿
八
省

（
い
ま
の
平
安
神
宮
）
と
ち
ゃ

ん
と
注
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
紹
介
し
た
源
為

憲
は
、
当
時
詩
人
と
し
て
も
知

ら
れ
、
学
識
豊
か
な
か
た
で
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま

す
。

　

出
雲
大
社
に
参
拝
さ
れ
た
方

は
ご
存
知
で
し
ょ
う
が
、
八
雲

山
は
低
い
山
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
朝
夕
に
そ
の
中
腹
か

ら
水
蒸
気
が
沸わ

き
立
ち
、
霧
と

ま
じ
り
、
杉
の
木
立
に
ま
つ
わ

る
様
に
立
ち
の
ぼ
り
雲
と
な
っ

て
、
あ
た
り
一
帯
を
神
々
し
い

ベ
ー
ル
で
つ
つ
み
ま
す
。

　

こ
の
八
雲
山
こ
そ
、
出
雲
の

神
の
古
代
の
ご
神
体
と
も
言
わ

れ
、
今
も
神
聖
な
山
と
し
て
足

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
悠
久
な
古
代
信
仰

に
ふ
れ
て
お
り
ま
す
と
、
人
々

は
輪
廻
転
生
に
よ
り
何
べ
ん
も

「
あ
の
世
」
と
こ
の
世
を
生
ま

れ
か
わ
る
と
言
う
よ
う
に
、
幽

世
を
主
宰
さ
れ
る
大
国
主
大
神

様
に
そ
の
生
ま
れ
か
わ
り
の
過

程
の
中
で
親
し
く
お
逢
い
し
て

い
た
と
い
う
潜
在
意
識
が
自
然

に
記
憶
の
中
に
よ
み
が
え
っ
て

来
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
出
雲
は
不
思
議

な
思
い
に
浸
さ
れ
る
国
で
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
。〈
古
代
の

神
々
は
、
出
雲
に
発
し
て
、
出

雲
に
も
ど
る
〉

　

人
生
は
和
に
ぎ
み
た
ま魂
と
荒
あ
ら
み
た
ま魂
だ
け
で

な
く
、
そ
の
上
に
幸
さ
き
み
た
ま魂
と
奇
く
し
み
た
ま魂

と
の
あ
る
こ
と
、
言
い
か
え
ま

す
と
、
人
生
は
眼
に
見
え
る
世

界
の
外
に
、
幽
れ
た
道
理
の
あ

る
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
自
身
の

修
業
に
よ
っ
て
悟
る
べ
き
こ
と

だ
と
言
う
こ
と
を
、
大
国
主
大

神
様
は
自
ら
の
体
験
を
通
し
て

私
共
に
教
え
て
下
さ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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い
の
ち

　

全
て
は
神
か
ら
お
授
か
り
し

た
尊
い
生
命
で
す
。

　

そ
の
一
生
に
一
度
の
貴
重
な

人
生
の
灯
を
、
ど
う
か
消
さ
な

い
で
下
さ
い
と
必
死
に
祈
る
毎

日
で
す
。

　

人
そ
れ
ぞ
れ
、
人
間
に
は
形

は
違
っ
て
も
果
た
さ
ね
ば
な
ら

な
い
使
命
を
荷に
な

っ
て
生
か
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

　

人
生
の
途
上
で
心
無
い
人
に

よ
っ
て
消
さ
れ
た
い
の
ち

4

4

4

の
燈
と
も
し

火び

は
、
二
度
と
灯と
も

る
事
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

悠
遠
の
古
い
に
し

え
よ
り
悠
久
の
未

来
へ
と
続
い
て
ゆ
く
、
父ふ

そ祖
か

ら
子
孫
に
繋
が
る
、
い
の
ち

4

4

4

の

流
れ
る
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る

自
分
で
あ
る
事
を
自
覚
し
て
、

心
の
修
理
を
し
て
頂
き
、
御
神

縁
を
し
っ
か
り
結
ん
で
、
お
役

に
立
た
せ
て
頂
け
る
様
心
掛
け

ら
れ
、
御
家
庭
を
大
事
に
楽
し

い
日
々
を
お
過
ご
し
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
『
平
穏
無
事
』
と
言
う
事
。

　
“
お
か
げ
さ
ま
で
”
の
心
。

　

日
常
の
挨
拶
の
言
葉
の
中
で

相
手
方
の
様
子
を
尋
ね
る
時
に

「
お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
、

お
元
気
で
す
か
」
と
申
し
ま
す

と
必
ず
と
言
っ
て
も
よ
い
程

「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
言
う
返

事
が
返
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
“
お
か
げ
さ
ま
”
と
言

う
言
葉
に
は
、
特
に
“
誰
”
と

言
う
対
象
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

“
あ
な
た
を
は
じ
め
と
す
る

方
々
の
温
か
い
お
心こ
こ
ろ
づ
か遣

い
を

頂
い
て
、
こ
の
様
に
元
気
に
さ

せ
て
頂
き
有
難
い
事
で
す
”
と

言
う
感
謝
の
心
を
あ
ら
わ
し
て

お
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
共
に
、“
あ
な
た
と

同
じ
様
に
私
も
ま
た
、
目
に
見

え
な
い
大
神
様
、
御
先
祖
様
の

お
力
添
え
に
よ
っ
て
只
今
も
生

か
さ
れ
て
お
り
ま
す
”
と
言
う

生
か
さ
れ
て
生
き
る
自
分
で
あ

る
事
を
強
く
自
覚
し
た
心
を
表

現
し
て
い
る
の
で
す
。

　

私
達
の
遠と
お
つ
お
や祖

た
ち
は
、
海

に
は
海
の
神
、
山
に
は
山
の
神

と
言
う
様
に
、
森
羅
万
象
こ
と

ご
と
く
に
魂
が
宿
っ
て
い
る
と

固
く
信
じ
、
敬
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。『
万
葉
集
』
の
中
の
柿

本
人
麿
の
歌
に
『
敷
島
の
倭
や
ま
と

の

国
は
言こ
と
だ
ま霊

の
佑た
す

く
る
国
ぞ
』
と

あ
り
ま
す
様
に
、
日
常
の
会
話

の
中
に
も
、
言
葉
の
神
、
す
な

わ
ち
言
霊
が
存
在
す
る
事
を
信

じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

現
在
も
私
達
は
言
葉
に
よ
り

お
互
い
の
意
志
の
疎
通
を
は
か

り
、
何
ら
か
の
折
に
他
人
か
ら

聞
く
一
言
が
、
自
み
ず
か

ら
の
人
生
を

大
き
く
変
え
て
い
っ
た
と
言
う

様
な
例
は
、
古
今
東
西
の
歴
史

に
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
私
達

の
家
庭
や
職
場
、
そ
し
て
学
校

な
ど
で
、
朝
に
夕
に
挨
拶
を
交

わ
す
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
の

雰
囲
気
が
和
や
か
に
な
り
、
お

互
い
の
心
の
交
流
に
つ
な
が
っ

た
り
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
そ
の
逆
で
、
心
無
い

態
度
や
悪
意
の
あ
る
一
言
が
、

人
間
関
係
を
破
壊
し
傷
つ
け
る

事
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
本

当
に
恐
ろ
し
い
事
で
す
。

　
“
鏡
に
見
え
ぬ
心
の
影
”
と

言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
本
居

宣
長
は
、
そ
の
著
書
『
古
事
記

研
究
』
の
中
で
、「
言
こ
と
ば
（
表
現
）

は
事わ
ざ

（
現
象
）
な
り
。」
と
言
こ
と
ば

と
事わ
ざ

を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
根

底
に
あ
る
“
こ
こ
ろ
”
に
つ
い

て
、「“
心
”
は
肉
眼
で
は
見
え

な
い
、
し
か
し
厳
然
と
し
て
存

在
す
る
。」
と
言
っ
て
お
り
ま

す
。

　

肉
眼
で
は
見
え
な
い
、
つ
ま

り
目
に
見
え
な
い
物
と
言
え
ば

“
霊
”
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。

　

よ
く
“
死
ん
だ
ら
人
間
は
お

し
ま
い
だ
”
と
言
う
人
が
い
ま

す
。
確
か
に
肉
体
は
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
霊
魂
は
存

在
す
る
の
で
す
。
ま
ず
、
こ
の

事
実
に
早
く
気
づ
く
事
で
す
。

　

自
分
が
今
、
こ
う
し
て
生
か

さ
れ
て
い
る
の
は
大
神
様
の
お

か
げ
で
す
が
、
肉
体
が
あ
る
の

は
御
先
祖
様
の
お
か
げ
な
の
で

す
。

　

目
に
見
え
ぬ
物
に
対
し
て
の

畏
敬
の
念
、
現
代
人
が
失
っ
た

物
は
あ
ま
り
に
も
大
き
過
ぎ
ま

す
。

　

皆
様
は
ど
う
か
、
大
神
様
や

御
先
祖
様
を
敬
う
事
を
心
掛
け

て
下
さ
い
。
そ
こ
か
ら
本
当
の

意
味
で
の
感
謝
の
気
持
ち
が
生

ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

国
譲
り
、
ゆ
ず
り
給
い
し
、

　
　

大
い
な
る

　

神
の
心
を

　
　

人
も
な
ら
は
な

　

こ
の
御み
お
や
の
お
お
か
み

祖
大
神
の
譲
り
の
御

心
に
神
習
わ
れ
て
、
今
日
と
言

う
日
を
精
一
杯
努
力
し
て
、
家

族
、
友
人
、
知
人
を
大
切
に
し

て
、
感
謝
を
忘
れ
ず
に
、
明
日

へ
の
幸
福
へ
向
っ
て
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。
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○
年
間
三
万
円
よ
り

○
内
容
詳
細
は

　

電
話
に
て

　

お
気
軽
に
！

〇
四
四（
九
七
六
）二
八
八
二

佐
藤
ま
で

広
告
募
集
中

『
二
百
十
日
』

　

立
春
か
ら
数
え
て
二
百
十
日

目
は
、
古
く
か
ら
厄
日
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

科
学
が
発
達
し
て
天
気
予
報

が
充
実
し
た
今
日
で
す
ら
、
秋

の
収
穫
を
間
近
に
控
え
た
こ
ろ

の
強
風
・
豪
雨
は
、
稲
作
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
農
作
物
に
大

変
な
被
害
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

五
月
に
苗
を
植
え
て
、
雨
・

風
・
日
照
に
気
を
く
ば
り
、
俗

に
「
八
十
八
」
の
手
間
を
か
け

育
て
て
き
て
、
や
っ
と
稲
穂
が

開
花
す
る
こ
の
時
期
に
大
打
撃

を
こ
う
む
る
こ
と
は
、
私
た
ち

の
祖
先
に
と
っ
て
は
、
死
を
意

味
す
る
こ
と
で
し
た
。

　
「
二
百
十
日
は
台
風
が
襲
来

す
る
日
」
と
は
、
長
年
の
生
活

体
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
貴
重

な
知
恵
で
す
。

　

人
為
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な

い
災
害
は
、
神
の
祟
り
だ
と
さ

れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
鎮
め

る
た
め
に
二
百
十
日
に
は
風
祭

り
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

実
際
に
台
風
が
多
い
の
は
八

月
で
、
被
害
が
大
き
い
の
は
九

月
中
旬
以
降
な
の
で
す
が
、
古

人
の
知
恵
に
は
計
り
知
れ
な
い

何
か
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
う
言
え
ば
、
関
東
大
震
災

の
起
こ
っ
た
九
月
一
日
前
後
に

こ
の
二
百
十
日
は
や
っ
て
来
る

の
で
す
。

　

二
百
十
日
は
気
を
引
き
締
め

て
、
あ
ら
ゆ
る
防
災
に
備
え
る

日
な
の
で
す
。

お
願
い

　

こ
の
心
友
会
だ
よ
り
は
、
皆

様
方
の
会
報
と
し
て
発
行
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
移
転

な
ど
に
よ
っ
て
戻
っ
て
き
て
し

ま
う
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、

移
転
な
ど
に
よ
っ
て
住
所
が
変

わ
っ
た
方
は
、
社
務
所
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
ま
す
様
、
お
願
い

し
ま
す
。

春 冬 秋 夏 春 

春
季
例
大
祭 

（
衿
掛
） 

秋
季
例
大
祭 

（
清
掛
） 

春
季
例
大
祭 

（
衿
掛
） 

衿掛 清　掛 衿　掛 

　

清
掛
と
衿
掛
の
着
用
の
時
期

に
つ
い
て
、
ま
だ
は
っ
き
り
お

わ
か
り
に
な
ら
な
い
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
確
認
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

詳
細
は
、
左
記
の
通
り
で
す
。

☆ 

春
季
例
大
祭
当
日
よ
り
秋
季

　

例
大
祭
の
前
日
ま
で
衿
掛
の

　

着
用
（
夏
季
）

☆
秋
季
例
大
祭
当
日
よ
り
来
年

　

の
春
季
例
大
祭
の
前
日
ま
で

　

清
掛
の
着
用
（
冬
季
）

清
掛
と
衿
掛
に
つ
い
て

お
詫
び
と
訂
正

　

心
友
会
だ
よ
り
四
一
二
号
の

『
こ
と
む
け
』
に
つ
い
て
の
最

後
の
行
が
、
欠
落
し
て
お
り
ま

し
た
。

○誤大
国
主
神
の
神
殿
づ
く
り
が
は

○正　
　
　

↓

大
国
主
神
の
神
殿
づ
く
り
が
は

じ
ま
る
の
で
あ
る
。

※ 

本
当
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂

正
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

こ
の
度
、
岐
阜
の
川
村
様
よ

り
一
通
の
手
紙
を
頂
き
ま
し
た

の
で
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

若
葉
の
す
が
す
が
し
い
こ
の

頃
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

会
長
先
生
、
心
友
教
会
の
皆

様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
。

　

先
月
、
家
族
で
島
根
県
出
雲

大
社
に
私
が
こ
れ
ま
で
に
回
復

さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
の
お
礼
と

大
垣
市
役
所
に
就
職
が
決
ま
っ

た
こ
と
へ
の
お
礼
の
お
参
り
に

行
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

四
月
一
日
か
ら
総
務
部
課
税

課
法
税
市
民
税
係
に
配
属
先
も

決
ま
り
、
勤
め
さ
せ
て
頂
い
て

お
り
ま
す
。

　

初
任
給
を
頂
き
ま
し
た
の

で
、
少
し
で
は
あ
り
ま
す
が

御
大
国
様
に
お
供
え
し
て
下
さ

い
。

　

事
故
の
後
遺
症
の
発
作
が
起

き
な
い
よ
う
に
、
勤
め
さ
せ
て

頂
け
ま
す
よ
う
に
願
っ
て
お
り

ま
す
。

　

会
長
先
生
も
お
体
に
気
を
付

け
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　
　
　

岐
阜
支
部　

川
村
明
央

追
伸

　

出
雲
大
社
の
他
に
、
美
保
神

社
、
八
重
垣
神
社
、
日
御
碕
神

社
に
お
参
り
し
て
き
ま
し
た
。出 雲 大 社 に て
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編
集
部
で
は
、
皆
様
か
ら
の

原
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

行
事
に
参
列
さ
れ
た
感
想
文

不
思
議
な
霊
体
験
、
身
近
に
起

こ
っ
た
感
激
の
出
来
事
な
ど
、

そ
の
他
、
御
意
見
・
御
感
想
な

ど
、
ど
ん
な
小
さ
な
事
で
も
結

構
で
す
。

　

ま
た
、
詩
や
短
歌
、
俳
句
な

ど
も
お
送
り
下
さ
い
。

　

皆
様
か
ら
の
お
便
り
を
心
よ

り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

皆
様
の
力
で
、
心
友
会
だ
よ

り
の
紙
面
を
楽
し
く
、
内
容
を

豊
富
に
し
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

　

是
非
、
御
協
力
下
さ
い
。

原
稿
募
集
中

お
中
元
の
意
味

　

お
中
元
と
い
え
ば
、
七
月
初

め
か
ら
十
五
日
ぐ
ら
い
ま
で
に

日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る

方
々
に
贈
る
品
を
指
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
も
と
は
日
付
を
表

す
言
葉
で
、
道
教
の
思
想
か
ら

生
ま
れ
ま
し
た
。

　

昔
、
中
国
に
陳ち
ん

子し

椿ち
ん

と
い
う

眉
目
秀
麗
な
青
年
が
お
り
ま
し

た
。
こ
の
男
に
竜
王
の
娘
三
人

が
恋
を
し
妻
と
な
っ
て
、
一
人

ず
つ
子
供
を
も
う
け
ま
し
た
。

神
通
力
、
法
力
に
秀
で
て
い
た

た
め
、
元
始
天
尊
が
、
一
月
十

五
日
生
ま
れ
の
子
を
上
元
一

品
、
七
月
十
五
日
の
子
を
中
元

二
品
、
十
二
月
十
五
日
の
子
を

下
元
三
品
の
位
に
処
し
、
そ
れ

ぞ
れ
天
宮
、
地
宮
、
水
宮
に
任

じ
て
、
人
を
災
い
か
ら
守
ら
せ

ま
し
た
。
地
宮
は
人
を
愛
し
、

そ
の
罪
を
許
す
神
だ
っ
た
の

で
、
中
元
七
月
十
五
日
を
贖
し
ょ
く
ざ
い罪

の
日
と
し
て
、
終
日
人
々
は
火

を
焚
い
て
神
を
祀
り
、
自
ら
の

罪
を
贖
あ
が
な
う
た
め
に
金
品
を
お
供

え
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
古

来
の
魂
た
ま
ま
つ
り祭
と
盂う

ら蘭
盆ぼ
ん

の
行
事
に

合
わ
さ
り
ま
し
た
。

　

魂
祭
と
は
、
家
を
出
た
者
が

親
元
に
集
ま
り
、
祖
先
の
霊
に

供
養
の
品
や
父
母
に
感
謝
の
品

を
贈
り
、
安
泰
に
過
ご
せ
た
こ

と
を
祝
う
日
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
本
来
は
神
仏
、
祖

先
、
両
親
な
ど
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
を
形
に
し
た
の
が
、
中
元

な
の
で
、
心
を
込
め
て
贈
答
品

を
贈
り
た
い
も
の
で
す
。

　

月
並
祭
は
、
大
神
様
の
日
頃

の
御
加
護
に
感
謝
す
る
御
祭
で

す
。
自
分
の
損
得
を
抜
き
に
し

て
本
当
に
感
謝
の
お
詣
り
を
さ

せ
て
頂
く
良
い
機
会
で
す
。

　
『
家
で
自
分
の
大
国
様
に
お
祈

り
し
て
い
る
か
ら
い
い
で
す
』

と
か
言
い
訳
し
な
い
で
、
出
来

る
だ
け
本
殿
に
お
詣
り
下
さ
い
。

　

八
の
日
は
月
に
三
回
あ
り
ま

す
。
せ
め
て
一
日
ぐ
ら
い
は
、

自
分
自
身
で
日
を
決
め
て
お
詣

り
下
さ
い
ま
せ
。

　

特
に
総
代
の
方
、
支
部
長
の

方
、
初
心
に
返
っ
て
、
あ
の
頃

の
生
き
生
き
と
し
た
、
燃
え
る

様
な
気
持
を
思
い
出
し
て
、
お

詣
り
下
さ
い
。

　

ま
た
、
そ
の
後
、
勉
強
会
を

さ
せ
て
頂
き
、
大
神
様
に
つ
い

て
の
お
話
を
会
長
先
生
が
し
て

下
さ
い
ま
す
。
そ
の
他
、
皆
様

方
の
体
験
談
や
質
問
な
ど
な
ご

や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
座
談
会

を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。

　

皆
様
の
真
心
の
お
詣
り
を
、

大
神
様
は
大
手
を
広
げ
て
お
待

ち
下
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
…
。

八
の
日
の
月
並
祭
に

お
詣
り
致
し
ま
し
ょ
う

昨年から、送迎場所が、向ヶ丘遊園駅より登戸駅に変わりましたのでご注意下さい。

詳細は、下記の通りです。

送迎駅の変更について

登戸駅 

生田緑地口 

JR南武線 小
田
急
小
田
原
線 

多摩川口 

タクシーのりば 

南北自由通路 ← 立川方面 

川崎方面 → 

送迎場所 

交番 

バスのりば 

い
た
ら
、大
神
様
の
引
越
し
の
報

告
祭
で
あ
る『
御
遷
座
祭
』を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
際
、用
意
す
る
物
は
、御

初
穂
、
御
神
体
（
大
国
様
）、御

神し
ん
ぜ
ん饌（
鯛
一
匹
、野
菜
七
種
類
、赤 

飯
）
で
す
。（
御
神
饌
は
、
末
広 

　

引
越
し
を
さ
れ
た
ら
、す
み
や

か
に
心
友
会
へ
新
し
い
住
所
を

お
知
ら
せ
し
て
頂
く
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、荷
物
整
理
を
さ
れ

て
、あ
る
程
度
家
の
中
が
お
ち
つ

会
で
も
用
意
出
来
ま
す
。
御
希

望
の
方
は
お
申
し
込
み
下
さ

い
。）

　

あ
ら
か
じ
め
日
程
を
お
と
り

致
し
ま
す
の
で
、社
務
所
ま
で
お

電
話
下
さ
い
ま
せ
。

御ご

遷せ
ん

座ざ

祭さ
い

に
つ
い
て
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☆
新
型
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

が
、
日
本
国
内
で
も
主
要
都

市
で
は
猛
威
を
ふ
る
い
始
め

ま
し
た
。

☆
こ
れ
か
ら
日
本
全
国
に
広
ま

る
事
は
、
容
易
に
想
像
出
来

ま
す
が
、
冷
静
に
対
処
す
る

事
が
大
切
で
す
。

☆
誰
で
も
未
知
の
恐
怖
に
対
す

る
不
安
は
多
か
れ
少
な
か
れ

あ
る
と
思
い
ま
す
。

☆
『
理
』
の
面
で
は
、
う
が
い

や
手
洗
い
の
徹
底
が
最
も
大

切
で
す
。

☆
『
真
』
の
面
で
は
、
大
神
様

に
祈
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
さ
て
、
今
月
は
大
祓
祭
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　

言
葉
の
罪
、
穢
を
お
祓
い
し

て
、
清
い
魂
に
戻
し
て
頂
き

ま
し
ょ
う
。

五
月

片
岡
家　

山
田
家　

藤
森
家

小
島
家　

藤
田
家　

佐
藤
家

加
藤
家　

村
谷
家

以
上
の
家
々
の
御
供
養
を
、

御
奉
仕
申
し
上
げ
ま
し
た
。

み
た
ま
祭
だ
よ
り

六
月
〜
八
月
の
行
事
予
定

六
月

八
日
㈪ 
祖
霊
廟
・
祖
霊
社
祭 

二
時

十
四
日
㈰ 
年
祭 

正
午

十
四
日
㈰ 

総
代
会 

四
時

二
十
八
日
㈰ 

大
祓
祭 
二
時

｝

四
日
㈫ 

み
た
ま
祭

五
日
㈬

九
日
㈰ 

年
祭 

正
午

三
十
日
㈰ 

分
教
会
大
祭

 

　

※
詳
細
は
後
日

｝

八
月

 
四
日
㈯ 

み
た
ま
祭

九
日
㈭ 

分
宮
詣
り

十
一
日
㈯

十
九
日
㈰ 

年
祭 

正
午

十
九
日
㈰ 

総
代
会 

四
時

二
十
六
日
㈰ 

水
子
冥
福
祭 

二
時

七
月

～

　

人
間
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
言
葉
な
ど
で
、
人
を
傷

つ
け
て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
半
年
間
の
罪
穢
れ

を
祓
い
清
め
て
、
新
た
な
気
持

ち
で
、
明
日
か
ら
の
生
活
を
す

る
為
の
御
祭
が
大
祓
祭
で
す
。

　

当
日
は
、
大
祓
詞
を
三
回
奏

上
し
、
そ
の
時
発
せ
ら
れ
る
言

葉
（
言こ
と

霊だ
ま

ま
た
は
音
霊
）
に
よ

っ
て
、
自
分
自
身
の
魂
を
浄
化

し
て
、
更
に
は
切き
り

麻ぬ
さ

に
よ
っ
て

身
を
清
め
ま
す
。

　

当
日
は
祝
詞
本
と
衿
掛
を
必

ず
お
持
ち
下
さ
い
。

六
月
二
十
八
日（
日
）

大
祓
祭	

二
時

　

お
申
し
込
み
の
際
必
ず
、
御

供
養
ご
希
望
の
み
た
ま
様
の
生

前
の
お
名
前
、
亡
く
な
ら
れ
た

年
月
日
、
享
年
、
続
柄
を
お
知

ら
せ
下
さ
い
。

　

尚
、
原
則
と
致
し
ま
し
て
、

各
月（
そ・

・

・
の
月
）に
命
日
を
迎
え

ら
れ
る
方
々
の
御
供
養
を
さ
せ

て
頂
き
ま
す
の
で
御
了
承
下
さ

い
ま
せ
。（
他
の
月
の
み
た
ま
様

は
、
ご
相
談
下
さ
い
。）

　

申
込
順
で
す
か
ら
、
お
早
め

に
ご
連
絡
下
さ
い
。（
予
約
制
）

　

ま
た
、
神
徒
の
方
は
、
み
た

ま
し
ろ
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち

下
さ
い
ま
せ
。

七
月
四
日（
土
）／
八
月
四
日（
火
）・
五
日（
水
）

み
た
ま
祭
（
祖
霊
社
）

電
話
を
下
さ
い
ま
せ
。

　

ま
た
、
祀
込
れ
た
月
に
都
合

が
つ
か
ず
、
今
月
出
席
を
希
望

さ
れ
る
方
も
同
様
に
直な
お
ら
い会

（
昼

食
）
の
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
人
数
を
ご
連
絡
下
さ
い
ま

せ
。
直
会
ま
で
が
御
祭
で
す
。

　

尚
、
御
神
体
（
大
国
様
）
と

衿
掛
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち
下

さ
い
。

 　

そ
の
月
に
祀
込
れ
た
方
々

が
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
間
、
大

神
様
に
御
加
護
し
て
頂
い
た
事

に
対
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
御

祭
で
す
。

　

月
並
祭
と
同
様
、
こ
の
年
祭

も
自
分
の
御ご

利り

益や
く

で
は
な
く
、

純
粋
に
感
謝
の
気
持
ち
を
大
神

様
に
御
奉
告
申
し
上
げ
る
機
会

で
も
あ
り
ま
す
。

　

ハ
ガ
キ
で
ご
案
内
さ
せ
て
頂

き
ま
す
の
で
、
必
ず
出
欠
の
お

六
月
十
四
日（
日
）・
七
月
十
九
日（
日
）

年
祭
（
感
謝
祭
）	

正
午

七
月
二
十
六
日（
日
）

水
子
冥
福
祭	

二
時

　

様
々
な
事
情
で
、
水
子
さ
ん

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
が
、
合

同
で
ご
供
養
さ
せ
て
頂
く
為
の

年
に
一
度
の
慰
霊
祭
で
す
。

　

生
ま
れ
た
子
供
さ
ん
の
存
在

は
忘
れ
ま
せ
ん
が
、
水
子
さ
ん

の
存
在
は
、
日
毎
に
記
憶
が
薄

れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
世
に
生
を
受

け
な
が
ら
、
生
ま
れ
て
こ
れ
な

か
っ
た
自
分
達
の
子
供
で
あ
る

事
に
間
違
い
は
な
い
の
で
す
。

　

尚
、
当
日
は
代
参
も
お
受
け

致
し
ま
す
が
、
な
る
べ
く
直
接

お
ま
い
り
下
さ
い
。

　

ま
た
、
御
霊
璽
を
お
つ
く
り

す
る
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で

七
月
十
五
日
ま
で
に
社
務
所
ま

で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。（
当

日
は
、
昨
年
の
御
霊
璽
を
お
忘

れ
な
く
お
持
ち
下
さ
い
。）

 ☆ 3 の日（3 日・13 日・23 日）
 　 9：30 〜 11：30（午前の部）
 　13：00 〜 15：30（午後の部）
 ☆ 8 の日（8 日・18 日・28 日）
 　 9：30 〜 11：30（午前の部のみ）
 　午後 1時より月並祭（時間厳守）

※ご予約は、当日の午前 10時までにお電話下さい。
　お電話がありませんと、お待ち頂く場合がございます。

044−976−0708

御伺日の予約について

　メールをお持ちの方は、アドレスの登録を行いたいと思

いますので、下記の心友会のメールアドレスに件名「登録」

にて住所・氏名・電話番号を送信お願い申し上げます。

心友会の URL は  www.shinyukai.or.jp

	 izumo@shinyukai.or.jp		です。

また、ホームページ等へのご意見ご感想もお送り下さい。

心友会ホームページのお知らせ

須
永
喜
美
子
之
命	

　
　
　
　

五
十
日
祭

　

六
月
二
十
一
日（
日
）午
後
二

時
よ
り
、出
雲
心
友
教
会
祖
霊
社

に
て
お
仕
え
申
し
上
げ
ま
す
。

　

尚
、
当
日
参
列
ご
希
望
の
方

は
、
六
月
十
五
日
ま
で
に
人
数

を
社
務
所
へ
お
申
し
込
み
下
さ

い
。

喪そ
う　

葬そ
う

☆
五
月
十
日
に
新
宿
区
神
楽
坂

に
お
住
ま
い
の
須
永
喜
美
子

様
が
、
八
十
二
歳
で
帰
幽
さ

れ
ま
し
た
。

☆
尚
、
通
夜
祭
・
告
別
祭
は
、

神
式
に
て
厳
粛
に
お
仕
え
申

し
上
げ
ま
し
た
。

☆
須
永
家
の
御
遺
族
の
方
々
に

は
、
慎
ん
で
お
悔
や
み
を
申

し
上
げ
る
と
共
に
、
み
た
ま

様
の
御
冥
福
を
心
よ
り
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。


