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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
方
に
は
、
輝
か
し
い
新
春
を
ご
家
族
お
揃
い
で
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と

心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
議
会
に
対
し
、
日
頃
よ
り
深
い
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
戦
後
70
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
、
振
り
返
り
ま
す
と
、
全
国
各
地
で
は
自

然
災
害
が
多
発
し
、
火
山
噴
火
や
豪
雨
に
よ
る
鬼
怒
川
堤
防
決
壊
な
ど
の
大
水
害
も

発
生
し
ま
し
た
。
幸
い
に
も
御
前
崎
市
で
は
災
害
は
免
れ
た
も
の
の
、
地
球
温
暖
化

に
よ
る
農
作
物
不
作
や
価
格
の
低
迷
、
水
産
業
で
は
漁
獲
量
の
減
少
な
ど
影
響
が
少

な
か
ら
ず
出
て
お
り
ま
す
。

安
倍
政
権
が
発
足
し
て
３
年
目
を
迎
え
、
安
保
法
制
定
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
合
意
な
ど
の
重

要
課
題
成
立
後
は
経
済
最
優
先
を
重
要
施
策
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、明
る
い
話
題
も
沢
山
あ
り
ま
し
た
。
世
界
が
認
め
た
「
ジ
ャ
パ
ン
パ
ワ
ー
」

と
称
し
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
受
賞
、
ラ
ク
ビ
ー
選
手
の
活
躍
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
界
で
も
多

く
の
若
者
が
世
界
に
羽
ば
た
き
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。

御
前
崎
市
で
は
、
将
来
の
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
御
前
崎
市
創
生
の
実
現

に
向
け
た
総
合
戦
略
立
案
や
第
二
次
総
合
計
画
の
将
来
像
で
あ
る
「
子
ど
も
た
ち
の

夢
と
希
望
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
御
前
崎
」
の
実
効
性
あ
る
施
策
策
定
に
取
り
組
ん
で
お

り
ま
す
。

浜
岡
原
子
力
発
電
所
で
は
福
島
第
一
原
発
の
事
故
の
教
訓
を
生
か
し
、
新
規
制
基

準
に
対
応
し
た
安
全
性
向
上
対
策
工
事
が
４
号
機
で
は
平
成
28
年
９
月
、
３
号
機
で

は
平
成
29
年
９
月
の
完
成
に
向
け
、
最
高
レ
ベ
ル
の
安
全
な
発
電
所
を
目
指
し
て
安

全
対
策
工
事
が
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

議
会
に
お
い
て
は
、
議
会
改
革
の
一
環
と
し
て
議
員
定
数
１
名
削
減
を
議
員
発
議

で
決
定
し
ま
し
た
。
平
成
24
年
度
よ
り
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
議
会
基
本
条
例
も
、

本
年
度
の
制
定
に
向
け
審
議
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
市
民
の
皆
様
の
ご
期
待
に
沿
え
る
市
議
会
と
な
る
よ
う
議
会
の
責
務

を
果
た
し
て
ま
い
り
ま
す
。

結
び
に
、市
民
の
皆
様
に
と
っ
て
本
年
が
充
実
し
た
良
き
年
と
な
る
よ
う
祈
念
し
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

議　

長　

西

島

昌

和

七福神とは、大
だい

黒
こく

天
てん

、毘
び

沙
しゃ

門
もん

天
てん

、恵
え

比
び

寿
す

天
てん

、寿
じゅ

老
ろう

人
じん

、福
ふく

禄
ろく

寿
じゅ

、弁
べん

財
ざい

天
てん

、布
ほ

袋
てい

尊
そん

の七つの神様の総称

です。「七
しち

難
なん

即
そく

滅
めつ

、七
しち

福
ふく

即
そく

生
しょう

」の説に基づき、参

拝すると七つの災難が除かれ、七つの幸福が授か

ると言われています。七福神の信仰は、室町時代

の末期のころより生じ、当時の庶民性に合致して

民間信仰のもっとも完全な形となって育てられて

きました。特に農民、漁民の信仰として成長し、

現在、遠州七福神霊場として、佐倉地区の官長寺

に「恵比寿天」、白羽地区の増船寺に「毘沙門天」

が祀られています。

七福神の由来

恵比寿天 官長寺（佐倉地区）

毘沙門天 増船寺（白羽地区）
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