
お
ふ
だ
を
ま
つ
る
心
を
大
切
に

　

私
た
ち
の
幸
福
の
も
と
は
家
庭
に
あ
り
ま
す
。
家
族
が
い
て
も
、
単
身
世
帯
で
も
、
家
庭
生
活
の
中
心
と
し
て

お
ふ
だ
を
お
ま
つ
り
し
、
神
々
の
恵
み
に
感
謝
し
、
祖
先
を
尊
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
明
る
く
幸
せ
な
生
活
を
築
い
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

最
も
大
切
な
こ
と
は
「
お
ま
つ
り
し
た
い
と
い
う
心
」
で
す
。
最
初
は
形
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
ら
の
生
活
に
合

わ
せ
て
お
ま
つ
り
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
お
ふ
だ
の
あ
る
生
活
が
な
じ
み
始
め
た
ら
、
次
の
内
容
を
参
考
に
で
き
る

こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

お
ま
つ
り
す
る
お
ふ
だ

「
天て

ん
し
ょ
う
こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

照
皇
大
神
宮
」
は
、
伊い

せ

勢
神じ

ん
ぐ
う

宮
の

御ご

祭さ
い
じ
ん

神
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み


照
大
御
神
の
お
ふ
だ
で
、

日
本
の
総そ

う
う
じ
が
み

氏
神
で
す
。

氏う
じ
が
み
さ
ま


神
様（
現
在
お
住
ま
い
の
地
域
の
神
社
）

の
お
ふ
だ
と
一
緒
に
ま
つ
る
の
が
一
般

的
で
す
。

一
年
間
お
ま
つ
り
し
た
お
ふ
だ
は
、
感
謝

申
し
上
げ
て
神
社
に
納
め
、新
し
い
お
ふ
だ

を
受
け
ま
し
ょ
う
。

※
お
ふ
だ
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
こ
と
は
、
お
近
く
の
神
職
に
お
尋
ね
い
た
だ
く
か
、

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
取
り
、
埼
玉
県
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｢

埼
玉
県
の
神
社｣

の

「
私
た
ち
の
生
活
と
神
社
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

埼
玉
県
神
社
庁
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い
た
ま
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ご
家
庭
に
ご
不
幸
が
あ
っ
た
時

　
お
ふ
だ
の
お
ま
つ
り
は
、ご
神
徳
に
よ
っ
て
家
庭
を
お
守
り
頂
く
た
め
の
も
の
で
す
か
ら
、

忌い
み

明あ

け
の
あ
と
に
は
、
喪も

中ち
ゅ
うで
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に
お
ま
つ
り
を
再
開
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
神
社
へ
の
参
拝
も
忌
明
け
が
過
ぎ
れ
ば
行
っ
て
構
い
ま
せ
ん
。

　
ご
家
庭
に
ご
不
幸
の
あ
っ
た
場
合
は
毎
日
の
お
ま
つ
り
を
中
断
し
ま
す
。
一
般
に
同
居
は

五
十
日
（
仏
式
は
四
十
九
日
）、
別
居
で
は
続つ

づ
き
が
ら柄
に
よ
り
十
日
以
内
の
期
間
が
過
ぎ
る
と
、

忌
明
け
と
い
っ
て
、
お
ふ
だ
の
お
ま
つ
り
を
再
開
し
ま
す
。（
詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
の
表
参
照
）

三社造りの宮形

半紙を敷いたもの

据え置きタイプ（いのり301）

 私たちの生活と神社
（埼玉県神社庁HP）

鳥居付おふだ立て

壁掛けタイプ（いのり501）

お
ふ
だ
を
お
ま
つ
り
す
る
と
こ
ろ

・ 

目
線
よ
り
高
い
場
所
が
理
想
で
す
が
、
無
理
の

な
い
範
囲
で
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

神か
み
だ
な

棚
が
無
い
場
合
は
、
家
具
の
上
に
半
紙
等
の

白
い
紙
や
布
を
敷
い
て
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

お
ふ
だ
が
増
え
て
、
宮み

や
が
た形
の
中
に
納
め
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
、
入
ら
な
い
大
き
な
お
ふ
だ
は
、

宮
形
の
横
に
丁て

い
ね
い寧
に
並
べ
て
お
ま
つ
り
し
ま
す
。

・ 

方
向
は
、
南
向
き
か
東
向
き
が
理
想
で
す
が
、

一
番
身
近
で
清
潔
な
場
所
が
良
い
で
し
ょ
う
。


