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第
六
十
九
回
宝
蔵
神
社
盂
蘭
盆
供
養
大
祭
と

自
然
災
害
並
び
に
世
界
規
模
感
染
症
物
故
者
追
悼
慰
霊
祭
に
つ
い
て

阿
　
部
　
秀
　
輝

　

今
年
八
月
の
「
第
六
十

九
回
宝
蔵
神
社
盂
蘭
盆
供

養
大
祭
」
は
昨
年
に
引
続

き
、
今
年
も
開
催
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、「
宝
蔵
神

社
盂
蘭
盆
供
養
大
祭　

本

祭
」
及
び
「
自
然
災
害
並

び
に
世
界
規
模
感
染
症
物

故
者
追
悼
慰
霊
祭
」
の
二

つ
の
御
祭
に
つ
き
ま
し

て
、
総
裁
・
谷
口
雅
宣
先

生
が
斎
主
と
し
て
ご
奉
祀

く
だ
さ
り
、白
鳩
会
総
裁
・

谷
口
純
子
先
生
は
、
同
御

祭
に
ご
臨
席
く
だ
さ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
の
た
め
、
参
列
者
に
つ

き
ま
し
て
は
、
教
区
よ
り

推
薦
さ
れ
た
方
（
約
三
百

名
）
に
限
定
し
て
お
願
い

　

１　

第
一
義
的
に
は
、
人
間
は
神
の
子
で
あ
る
。
神

の
子
は
そ
れ
自
身
で
完ま

つ

た
い
。
外
か
ら
何
物
か
を
附つ

け

加
え
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
完
全
に
な
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
第
一
義
的
真
理
で
あ
る
。

神
の
子
た
る
人
間
の
霊
が
外
か
ら
お
宮
を
附
け
加
え
て

も
ら
わ
な
い
と
霊
界
の
生
活
に
困
る
よ
う
で
は
、
そ
れ

は
宮
と
言
う
迷
い
に
捉と

ら

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
宮

を
建
て
て
も
ら
わ
ね
ば
霊
界
の
生
活
に
都
合
が
悪
い
と

か
、
お
堂
を
建
て
て
も
ら
わ
ね
ば
霊
界
の
生
活
に
都
合

が
悪
い
と
か
い
う
の
で
は
、
そ
の
霊
は
神
性
の
自
覚
が

足
り
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
神
性
を
自
覚
し
た
霊

に
と
っ
て
は
ど
ん
な
形
式
に
よ
っ
て
も
祀
っ
て
も
ら
う

必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

２　

第
二
義
的
に
は
、
未い

ま

だ
悟
り
の
境
地
に
達
し
て

い
な
い
で
、
肉
体
的
自
覚
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
霊
魂

は
習
慣
的
に
空
腹
の
感
じ
を
催

も
よ
お
し
、
餓
鬼
道
的
に
苦
し

む
者
も
あ
る
の
で
、
応お

う
び
ょ
う
よ
や
く

病
与
薬
的
に
「
食
を
欲
す
る
も

の
に
は
食
を
与
え
、
薬
を
欲
す
る
も
の
に
は
薬
を
与
え
」

と
い
う
訳
で
、
宮
を
欲
す
る
も
の
に
は
宮
を
与
え
、
仏

壇
を
欲
す
る
も
の
に
は
、
仏
壇
を
与
え
て
こ
れ
を
供
養

し
て
誠
を
つ
く
す
こ
と
が
、
こ
れ
が
先
祖
に
対
す
る
道

に
当
た
る
祭
典
（
霊
牌
合

祀
祭
）
を
本
山
員
が
招
霊

祭
員
と
な
り
、
五
回
に
分

け
て
御
祭
を
執
り
行
い
宝

蔵
神
社
霊
殿
に
祭
祀
申
し

上
げ
ま
す
。
今
年
も
霊
牌

の
推
進
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。ま
た
、

こ
れ
ま
で
に
宝
蔵
神
社
の

霊
殿
に
奉
安
祭
祀
さ
れ
、

一
年
以
上
た
ち
ま
し
た
霊

牌
は
当
本
山
の
本
部
講

師
、
講
師
補
が
中
心
と
な

り
、
送
霊
祭
「
み
た
ま
ぬ

き
の
儀
」「
霊
牌
奉
送
の

儀
」「
御
神
火
奉
載
の
儀
」

「
浄
火
の
儀
」
を
執
り
行

い
、
す
べ
て
浄
火
焼
納
い

た
し
ま
す
。

　

供
養
の
意
義
は
、『
霊

供
養
入
門
』（
谷
口
雅
春

著
）
の
は
し
が
き
の
と
こ

ろ
で
「
仏
教
で
は

六ろ
く
は
ら
み
つ

波
羅
蜜
と
称
し
て
人
間

が
全ま

っ

た
き
悟ご

き
ょ
う境
に
到
達
す

る
た
め
の
六
つ
の
修
業
が

あ
る
。
そ
れ
は
布ふ

せ施
、
持じ

戒か
い

、
忍に

ん

辱に
く

、
精

し
ょ
う

進じ
ん

、
禅ぜ

ん

定じ
ょ
う、般は
ん

若に
ゃ

の
六
つ
で
あ
る
。

布
施
と
云
う
の
は
施

ほ
ど
こ
す
と

い
う
こ
と
で
供く

養よ
う

と
も
云

う
。
布
施
に
は
物ぶ

つ

施せ

と

い
っ
て
物
を
施
す
の
と
法ほ

う

施せ

と
い
っ
て
真
理
を
施
す

の
と
二
法
が
あ
る
。
聖
経

を
祖
先
霊
の
悟
り
の
た
め

に
仏
前
で
読ど

く

誦じ
ゅ

す
る
の
は

法
施
で
あ
る
。
仏
前
に
物

を
お
供
え
す
る
の
は
物
施

で
あ
る
。」
と
示
さ
れ
て

お
り
ま
す
よ
う
に
、
霊
牌

供
養
は
布
施
の
な
か
の
法

施
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　

「
自
然
災
害
並
び
に
世

界
規
模
感
染
症
物
故
者
追

悼
慰
霊
祭
」
に
つ
き
ま
し

て
は
、
二
〇
一
一
年
三
月

の
東
日
本
大
震
災
を
契
機

に
、
自
然
災
害
に
よ
る
物

故
者
を
悼
み
、
自
然
と
人

間
が
大
調
和
す
る
世
界
実

現
の
誓
い
を
新
た
に
す
る

た
め
、「
自
然
災
害
物
故

者
慰
霊
塔
」
が
二
〇
一
三

年
七
月
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。「
自
然
災
害
物
故
者

慰
霊
塔
」
の
文
字
は
、
生

長
の
家
総
裁
谷
口
雅
宣
先

生
が
ご
揮
毫
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
さ
ら
に
二
〇
二
一

年
に
は
新
た
な
御
祭
り
で

あ
る
「
世
界
規
模
感
染
症

物
故
者
追
悼
慰
霊
祭
」
が

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
同

祭
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
、
自
然
破

壊
と
共
通
す
る
人
間
中
心

主
義
に
よ
る
自
然
破
壊
、

自
然
浸
食
が
原
因
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
自
然
災
害
に

よ
る
物
故
者
と
同
様
に
、

世
界
規
模
感
染
症
で
亡
く

な
ら
れ
た
方
々
の
御
霊
を

供
養
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
り
ま
す
。
幹
部
・
信
徒

が
自
然
災
害
だ
け
で
な
く

世
界
規
模
感
染
症
も
“
観

世
音
菩
薩
の
教
え
”
と
し

て
学
び
、
自
然
と
人
間
が

大
調
和
す
る
“
新
し
い
文

明
”
の
実
現
に
向
け
て
、

決
意
を
新
た
に
す
る
意
義

が
あ
り
ま
す
。

　

宝
蔵
神
社
に
ご
先
祖
様

を
お
祀
り
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
神
殿
に
鎮
ま
り
ま

す
本
尊
神
霊（
生
長
の
家

大
神
、
大
国
主
大
神
、
観

世
音
菩
薩
、
地
蔵
大
菩
薩
、

阿
弥
陀
如
来
）の
お
導
き

し
、
一
般
の
参
拝
は
ご
遠

慮
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ご
理
解
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

二
〇
一
九
年
の
第
六
十

四
回
大
祭
ま
で
行
わ
れ
て

お
り
ま
し
た
「
末
一
稲
荷

神
社
大
祭
」
は
「
末
一
稲

荷
神
社
祭
」
と
し
て
八
月

五
日
十
時
よ
り
、「
精
霊

招
魂
神
社
大
祭
」
は
「
精

霊
招
魂
神
社
祭
」
と
し
て

同
日
十
一
時
よ
り
、「
全

国
流
産
児
無
縁
霊
供
養
塔

供
養
大
祭
」
は
「
全
国
流

産
児
無
縁
霊
供
養
塔
供
養

祭
」
と
し
て
同
月
十
三
日

十
時
よ
り
執
り
行
わ
れ
ま

す
。
地
元
の
信
徒
の
皆
様

が
浄
書
さ
れ
た
霊
牌
が
八

月
上
旬
ま
で
に
届
き
ま
す

と
、
大
祭
の
「
招
霊
祭
」

と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
祖
先
が
仏
教
で
続

い
て
来
た
家
系
の
霊
を
祀
る
に
は
仏
教
的
儀
礼
に
則
る

が
よ
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

祭
さ
い
し
祀
に
は
、
幽
斎
と
顕
斎
と
が
あ
る
。
顕
斎
と
は
形

の
上
の
御

お
み
や
宮
と
か
仏
壇
と
か
各
宗
で
定
め
ら
れ
た
一
定

の
形
に
顕あ

ら

わ
れ
た
方
式
で
祀
る
こ
と
で
あ
る
。
幽
斎
と

い
う
の
は
心
を
も
っ
て
心
に
相
対
す
る
も
の
で
、
精
神

統
一
を
し
て
実
相
を
念
じ
、
人
間
の
実
相
が
円
満
完
全

で
あ
っ
て
悩
み
も
病
も
な
い
と
い
う
念
を
霊
界
の
諸
霊

に
放
送
し
て
あ
げ
て
、
念
波
に
よ
っ
て
霊
界
の
諸
霊
の

苦
悩
を
斎き

よ

め
て
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
相
手

た
る
霊
を
生
前
の
名
前
で
招よ

び
出
し
て
置
い
て
、
一
緒

に
神
想
観
を
す
る
つ
も
り
で
や
っ
て
も
よ
い
。
念
だ
け

で
頼
り
な
け
れ
ば
、
言
葉
で
真
理
を
説
い
て
き
か
す
が

よ
い
。（
中
略
）

　

祖
霊
に
対
し
て
、
聖
経
を
誦よ

む
時
に
は
、

　

１　

唯た
だ

、
尊
敬
と
報
恩
・
感
謝
の
念
を
も
っ
て
誦
む

こ
と
。

　

た
だ
尊
敬
と
感
謝
の
念
を
も
っ
て
、「
今
ま
で
色
々
と

子
孫
が
受
け
て
来
た
密か

く

れ
た
る
御
恩
、
陽

あ
ら
わ
な
る
御
恩
に

対
し
て
唯
感
謝
の
た
め
に
こ
の
真
理
の
御
経
を
霊
界
に

対
し
て
放
送
し
ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
お
受
取
り
下
さ
い

ま
せ
」
と
誦と

な

え
て
、“
た
だ
感
謝
”
の
念
を
も
っ
て
読
誦

す
る
が
よ
い
。

　

２　

聖
経
の
意
味
を
説
明
す
る
。

　

聖
経
を
読
む
前
に
、先ま

ず
「
こ
の
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』

は
あ
な
た
が
祖
先
か
ら
伝
承
し
て
来
た
×
×
宗
の
教
え

の
真
理
を
最
も
解
り
易
く
、
現
代
語
で
書
か
れ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
心
を
集
中
し
て
此こ

の
聖
経
を
聴
き

給
う
て
、
そ
の
真
理
を
体
得
し
、
霊
界
に
於お

い

て
解

げ
だ
つ
脱
を

得
て
神
通
自
在
と
な
り
給
い
て
仏

ぶ
つ
だ
陀
の
境
涯
に
達
し
給

わ
ん
こ
と
を
冀

こ
い
ね
がう
」
と
生
け
る
人
に
語
る
が
如
く
唱
え

て
か
ら
聖
経
を
誦よ

む
が
よ
い
。（
中
略
）

　

３　

読
誦
の
時
間
を
定
め
る
。

　

聖
経
読
誦
は
、
毎
日
一
定
の
時
間
を
決
め
て
、
正
確

に
必
ず
読
誦
す
る
よ
う
に
す
る
が
よ
い
。
霊
界
に
は
霊

的
訓
練
が
あ
っ
て
、
中
々
多
忙
で
あ
っ
て
、
毎
日
不
定

な
時
間
に
読
誦
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
聖
経
の
読

誦
を
霊

み
た
ま
が
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
聖
経
を
誦
み
終
わ
る
と
「
毎
日
“
こ

の
時
間
”
又
は
幾
時
に
聖
経
を
読
誦
し
ま
す
か
ら
必
ず

そ
の
時
間
に
は
来
た
り
て
傾
聴
し
て
下
さ
い
」
と
約
束

し
て
置
く
が
よ
い
。『

新
版 

人
生
を
支
配
す
る
先
祖
供
養
』
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盂蘭盆供養大祭

の
も
と
、
霊
界
の
御
先
祖

と
現
界
の
子
孫
と
が
、
力

を
合
わ
せ
て
人
類
光
明
化

運
動
を
推
進
す
る
と
い
う

素
晴
ら
し
い
意
義
が
あ
り

ま
す
。
万
教
帰
一
の
生
長

の
家
で
は
、
宗
派
を
超
え

て
霊
を
供
養
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
生
長
の
家
の

先
祖
供
養
の
特
徴
は
、
聖

経『
甘
露
の
法
雨
』の
読
誦

に
よ
り
、
先
祖
と
共
に
神

の
子
の
自
覚
を
深
め
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

神
の
子
の
自
覚
と
は
、
自

分
の
生
命
が
神
に
始
ま
り
、

祖
先
を
通
し
父
母
を
通
し

て
、
全
体
の
生
命
と
繋

が
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚

で
す
。
常
に“
自
分
は
祖

先
あ
っ
て
こ
の
地
上
に
生

ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
”と
い
う
因
を
知
る
心

を
起
こ
し
、
祖
先
に
感
謝

す
る
と
い
う
事
が
大
切
で

す
。
盂
蘭
盆
供
養
大
祭
に

向
け
て
霊
牌
供
養
の
推
進

を
改
め
て
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
盂

蘭
盆
供
養
大
祭
の
参
列
は

限
ら
れ
た
方
の
み
と
な
り

ま
す
が
、「
祥
月
命
日
供
養

祭
」は
大
祭
の
時
期
を
除

い
て
毎
日
行
わ
れ
て
お
り
、

「
短
期
練
成
会
」で
も
先
祖

供
養
祭
が
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
霊
宮
聖
使
命
菩
薩

宝蔵神社盂蘭盆供養大祭　本祭

自然災害並びに世界規模感染症
物故者追悼慰霊祭

第69回
宝蔵神社

（
永
代
供
養
）、
霊
宮
聖
使

命
会
員
に
よ
る
お
祀
り
も

あ
り
ま
す
。
大
祭
の
期
間

を
除
き
、
宝
蔵
神
社
、
宇

治
別
格
本
山
に
ご
参
拝
い

た
だ
き
、
本
尊
神
霊
、
ご

先
祖
様
に
感
謝
し
、
神
・

自
然
・
人
間
の
大
調
和
す

る
理
想
世
界
実
現
に
邁
進

い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
今
年
の
宝
蔵
神
社
盂
蘭
盆
供
養
大
祭
に
つ
き
ま
し

て
は
、「
自
然
災
害
並
び
に
世
界
規
模
感
染
症
物
故

者
追
悼
慰
霊
祭
」
及
び
、「
宝
蔵
神
社
盂
蘭
盆
供
養

大
祭 

本
祭
」
の
二
つ
の
御
祭
に
つ
い
て
、
総
裁
・

谷
口
雅
宣
先
生
が
斎
主
と
し
て
ご
奉
祀
く
だ
さ
り
、

白
鳩
会
総
裁
・
谷
口
純
子
先
生
は
ご
臨
席
く
だ
さ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。  

　
し
か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予

防
の
観
点
か
ら
、
参
列
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、
教
区

よ
り
推
薦
さ
れ
た
方
（
約
三
百
名
）
に
限
定
し
て
お

願
い
し
、
一
般
の
参
拝
は
ご
遠
慮
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
ご
理
解
と
ご
了
承
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

今
年
の
大
祭
の
ご
案
内

生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山
祈
願
部
部
長
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「
祖
霊
に
対
し
て
、
聖

経
を
誦
む
時
に
は
、
唯
、

尊
敬
と
報
恩
・
感
謝
の
念

を
も
っ
て
誦
む
こ
と
」

（『
新
版 

人
生
を
支
配
す

る
先
祖
供
養
』三
十
三
頁
）

　

過
去
も
現
在
も
未
来

も
、
ご
先
祖
様
が
神
の
子

人
間
の
真
理
の
光
を
も
っ

て
、
我
々
子
孫
を
永
遠
に

御
護
り
と
御
導
き
く
だ
さ

る
御
恩
へ
の“
た
だ
感
謝
”

の
法
供
養
。
感
謝
せ
ず
に

お
れ
な
い
実
相
独
在
の
信

仰
、
感
謝
せ
ず
に
お
れ
な

い
生
命
礼
拝
三
昧
の
悦
び

の
人
生
。
今
年
も
盂
蘭
盆

供
養
大
祭
が
近
づ
い
て
来

る
中
で
、
改
め
て
、
目
に

見
え
な
い
ご
先
祖
様
の
御

恩
に
生
か
さ
れ
て
来
た
真

実
を
確
認
し
、
実
感
し
、

誠
の
感
謝
を
捧
げ
る
御
祭

が
執
り
行
わ
れ
る
悦
び
に

魂
が
躍
動
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
今
か
ら
丁
度
二
十

年
前
の
平
成
十
七
年
七
月

に
一
般
練
成
会
を
受
講
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
ま

ま
研
修
生
と
な
り
、
翌
月

の
盂
蘭
盆
供
養
大
祭
に
設

営
係
と
し
て
奉
仕
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

が
、
私
が
大
祭
に
携
わ
ら

せ
て
い
た
だ
い
た
最
初
の

体
験
で
す
。
当
時
は
設
営

荘
厳
な
る
実
相
礼
拝
の
悦
び

オ
ー
プ
ン
食
堂
に
つ
い
て

宇
治
別
格
本
山
練
成
部
部
長
代
行
　
清
　
水
　
志
　
郎

「
一
日
講
話
」
礼
状

Ｔ
・
Ｓ
（
60
代
）
（
女
性
）

係
だ
け
で
も
、
五
十
名
を

越
え
る
方
々
が
全
国
か
ら

集
ま
り
奉
仕
し
て
お
り
、

先
輩
奉
仕
員
の
指
示
の

元
、
感
謝
誦
行
を
響
か
せ

な
が
ら
会
場
の
設
営
準
備

に
汗
を
流
し
ま
し
た
。

　

い
の
ち
の
兄
弟
姉
妹
達

が
一
丸
と
な
り
、
会
場
の

準
備
に
邁
進
し
、
強
い
日

差
し
が
照
り
付
け
る
中
を

皆
で
人
垣
用
の
ロ
ー
プ
を

手
に
持
ち
、
総
裁
先
生
・

副
総
裁
先
生
を
お
迎
え
し

た
と
き
の
緊
張
感
と
魂
の

底
か
ら
突
き
上
げ
て
来
る

法
悦
の
光
は
、
今
も
決
し

て
色
褪
せ
ず
、
鮮
明
な
光

と
し
て
私
の
心
を
満
た
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
魂
の
法
悦
の
実
感
は
、

“
永
遠
な
る
も
の
”“
そ

の
ま
ま
神
の
子
”“
す
べ

て
一
体
霊
的
生
命
”、
常

に
“
本
源
な
る
実
相
”
に

蘇
る
無
限
の
力
を
私
に
与

え
続
け
て
く
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
最
近
、
二
十
年
前

に
こ
の
設
営
係
で
共
に
奉

仕
し
、
そ
れ
以
来
、
信
仰

の
い
の
ち
の
兄
弟
と
し
て

繋
が
っ
て
い
る
素
晴
ら
し

い
先
輩
が
本
山
に
参
拝
に

来
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
二

十
年
の
間
も
、
唯
々
生
長

の
家
の
御
教
え
を
信
じ
、

盂
蘭
盆
供
養
大
祭
ヘ
の
御

恩
返
し
の
奉
仕
を
継
続

し
、
日
々
“
悦
び
の
三
正

行
”
を
続
け
て
来
た
お
蔭

に
よ
り
、
仕
事
に
家
庭
に

人
生
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
恩

恵
を
戴
い
て
来
た
こ
と

か
。
先
日
も
、
悪
い
お
酒

で
は
な
い
の
だ
が
、
自
分

の
中
で
お
酒
を
飲
む
こ
と

は
出
来
れ
ば
止
め
た
い
な

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

ふ
と
魂
の
底
か
ら
、「
実

相
の
私
は
、
一
度
も
お
酒

を
飲
ん
だ
こ
と
の
な
い
神

の
子
だ
！
」
と
の
想
い
が

湧
き
起
こ
り
、
そ
れ
以
来

自
然
に
パ
ッ
と
お
酒
を
止

め
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ

と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

互
い
に
、
こ
の
尊
い
御
教

え
の
素
晴
ら
し
さ
を
語
り

合
い
、
信
仰
の
絆
で
ム
ス

ビ
合
う
尊
さ
と
有
難
さ
を

実
感
し
た
次
第
で
す
。

　

そ
し
て
、
私
は
こ
の
悦

び
の
機
会
を
得
て
、
改
め

て
神
様
が
創
造
せ
ら
れ
て

「
甚
だ
善
し
！
」
と
宣
言

さ
れ
た
“
実
相
”
と
云
う

も
の
を
、“
少
し
都
合
よ

く
整
っ
た
理
想
的
な
目

標
”
と
混
同
し
て
い
る
自

ら
の
信
仰
の
誤
り
に
気
づ

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。“
実
相
”
と
は
、
断

じ
て
そ
ん
な
儚
く
頼
り
な

い
空
想
で
は
な
い
。“
実

相
”
と
は
、
唯
一
絶
対
神

の
完
全
な
る
霊
光
の
世
界

で
あ
り
、
そ
れ
は
圧
倒
的

絶
対
価
値
の
“
一
な
る
霊

光
”
で
あ
り
、
そ
れ
は
今

此
処
独
在
で
あ
り
、
そ
の

ま
ま
魂
の
大
感
動
の
世
界

な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
魂
の
感
動
は
、
当

た
り
前
の
日
常
生
活
そ
の

ま
ま
を
、
安
心
と
満
足
と

希
望
に
満
ち
た
世
界
へ
と

変
貌
さ
せ
、
自
然
と
与
え

る
愛
の
生
活
と
な
っ
て
し

ま
う
光
一
元
の
信
仰
。
上

述
し
た
先
輩
が
、
散
々
お

酒
を
飲
ん
で
お
き
な
が

ら
、
一
度
も
お
酒
を
飲
ん

で
い
な
か
っ
た
。
故
・
徳

久
克
己
先
生
が
タ
バ
コ
を

お
止
め
に
な
っ
た
お
悟
り

と
同
じ
く
、
素
直
に
“
実

相
”
に
跳
び
込
み
抱
か
れ

る
幼
児
の
信
仰
。新
た
に
、

悦
び
全
開
で
実
相
独
在
の

信
仰
の
道
を
歩
み
続
け
る

決
意
で
お
り
ま
す
。

　
「
今
年
は
『
辰
年
』
で

す
か
ら
、
温
暖
化
や
気
候

変
動
が
進
ん
で
い
く
中
で

も
、
恐
怖
や
不
安
に
身
を

縮
こ
ま
せ
る
こ
と
な
く
、

雲
を
呼
ぶ
龍
の
よ
う
に
、

自
然
界
を
味
方
に
し
て

『
神
の
子
・
人
間
』
の
信

仰
を
深
め
、
人
々
に
弘
め

て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。」（『
機
関
紙
二
〇

二
四
年
一
月
号
９
頁
』）

　

「
生
長
の
家
の
大
神
・

生
長
の
家
総
裁
谷
口
雅
宣

先
生
・
御
教
え
」
に
、
絶

対
光
の
中
心
帰
一
を
し
、

「
自
然
と
共
に
伸
び
る
運

動
」
に
邁
進
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

四
月
二
十
八
日
の
「
ご

先
祖
と
共
に
悦
び
の
一
日

講
話
」
に
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

地
域
に
根
ざ
し
て

人
々
の
暮
ら
し
に
寄
り

添
う
“
生
長
の
家
の

オ
ー
プ
ン
食
堂
”
の
活

動
。
宇
治
別
格
本
山
に

お
き
ま
し
て
も
、
今
年

の
一
月
二
十
八
日
に
第

一
回「
オ
ー
プ
ン
食
堂
」

を
開
催
し
、
そ
の
後
、

毎
月
第
四
日
曜
日
に
お

い
て
開
催
を
継
続
し
て

お
り
ま
す
。地
産
地
消
・

旬
産
旬
消
の
オ
ー
ガ

ニ
ッ
ク
な
食
材
を
使
用

し
、
真
心
を
込
め
て

作
っ
た
ノ
ー
ミ
ー
ト
料

理
を
提
供
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
ご
参

加
い
た
だ
い
た
方
々
に

は
、
大
変
悦
ん
で
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
先
月

の
オ
ー
プ
ン
食
堂
に

は
、
こ
れ
を
契
機
と
し

て
二
十
年
ぶ
り
に
本
山

に
来
た
と
云
う
方
も
お

ら
れ
、
食
事
を
と
り
な
が

ら
、
そ
の
間
の
出
来
事
の

お
話
や
今
抱
え
て
い
る
想

い
な
ど
を
お
聞
き
す
る
機

会
が
あ
り
ま
し
た
。
人
と

人
と
が
食
事
を
通
し
て
結

び
合
う
、
こ
の
「
オ
ー
プ

ン
食
堂
」
の
活
動
の
尊
さ

を
改
め
て
実
感
し
た
次
第

で
す
。

　

始
ま
っ
た
ば
か
り
の
取

組
み
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ

地
域
の
方
々
に
融
け
込

み
、
寄
り
添
う
活
動
と
云

え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
今
後

も
本
山
員
で
協
力
し
合

い
、
心
温
ま
る
人
と
人
と

の
交
流
の
場
と
な
る
よ
う

に
努
め
て
参
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
山

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

Facebook

に
、「
オ
ー
プ

ン
食
堂
」
に
関
す
る
開
催

の
日
程
等
の
詳
し
い
情
報

　

家
庭
の
ゴ
タ
ゴ
タ
に
巻

き
込
ん
で
し
ま
っ
た
長
男

に
申
し
訳
な
い
と
思
い
な

が
ら
遠
慮
も
あ
り
、
思
い

出
す
た
び
に
胸
を
か
き
む

し
ら
れ
る
想
い
で
長
年
過

ご
し
て
き
ま
し
た
。

　

長
男
は
現
在
、
仕
事
の

切
り
替
え
で
時
間
が
あ
る

こ
と
を
知
り
、
よ
い
機
会

だ
と
思
っ
て
三
月
に
会
い

ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
積
も
り
積

も
っ
た
恨
み
を
聞
い
て
い

て
、
話
し
の
中
に
長
男
の

気
持
ち
の
変
化
に
気
づ
き

「
宇
治
へ
行
く
の
は
今

だ
」
と
感
じ
ま
し
た
。
い

つ
か
長
男
と
一
緒
に
行
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
は
一
人
で
い
く

こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

朝
か
ら
ご
指
導
い
た
だ

い
て
い
る
う
ち
に
段
々
と

気
持
ち
が
軽
く
な
り
、
お

昼
の
お
い
し
い
お
食
事
を

頂
い
て
、
全
講
話
が
終
了

す
る
頃
に
は
気
持
ち
が
軽

く
な
り
嬉
し
さ
が
広
が
っ

て
き
ま
し
た
。

　

帰
り
際
に
は
、
念
願
の

清
水
本
部
講
師
に
お
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
く
機
会

に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
色
々

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

清
水
講
師
か
ら
「
済
ん
だ

こ
と
を
申
し
訳
な
く
思
わ

な
く
て
い
い
の
で
す
よ
。

遠
慮
し
な
く
て
い
い
の
で

す
よ
。
お
母
さ
ん
は
そ
の

ま
ま
幸
せ
、
あ
な
た
は
許

さ
れ
て
い
ま
す
」
と
ご
指

導
い
た
だ
き
ま
し
た
。“
も

う
申
し
訳
な
く
思
わ
な
く

て
い
い
の
だ
！
幸
せ
っ
て

言
っ
て
い
い
ん
だ
！
幸
せ

に
な
る
こ
と
を
遠
慮
し
な

く
て
い
い
の
だ
！
”
と
今

ま
で
の
辛
い
想
い
が

ス
ー
ッ
と
消
え
て
い
き
ま

し
た
。

　

ず
っ
と
わ
だ
か
ま
り
を

抱
い
た
ま
ま
の
長
男
に
、

感
謝
を
い
つ
伝
え
よ
う
か

と
思
い
な
が
ら
数
日
が
過

ぎ
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る

う
ち
に
、
長
男
夫
婦
が
注

文
し
た
母
の
日
の
プ
レ
ゼ

ン
ト
発
送
の
メ
ー
ル
が
入

り
ま
し
た
。

　

お
礼
と
一
緒
に
ご
指
導

い
た
だ
い
た
こ
と
を
書
い

て
ラ
イ
ン
し
ま
し
た
。
翌

日
「
い
つ
も
有
難
う
。
こ

れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
」
と

返
信
が
あ
り
ま
し
た
。

や
っ
と
心
が
通
え
た
と
思

え
た
瞬
間
で
し
た
。

　

生
き
て
い
る
う
ち
に
解

決
し
な
け
れ
ば
と
か
、
も

う
機
会
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
等
と
焦
る
気
持
ち
も

あ
り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な

に
早
く
和
解
の
機
会
を
頂

い
て
夢
の
よ
う
で
す
。
お

昼
の
オ
ー
プ
ン
食
堂
の
お

食
事
も
宇
治
川
の
流
れ
を

眺
め
な
が
ら
本
当
に
お
い

し
く
頂
き
ま
し
た
。

　

喜
び
一
杯
で
、
い
や
な

思
い
出
も
消
え
て
い
っ
て

い
ま
す
。
言
葉
で
は
表
現

し
き
れ
ま
せ
ん
。
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
又
、
各
教
化
部
に
お

い
て
も
、
悦
び
の
「
オ
ー

プ
ン
食
堂
」
を
開
催
し
て

お
り
ま
す
。
是
非
、
お
友

達
な
ど
を
お
誘
い
い
た
だ

き
、
ご
参
加
い
た
だ
け
た

ら
嬉
し
く
想
い
ま
す
。

　生長の家宇治別格本山

オープン食堂
令和６年

７月28日日、９月１日日、
９月22日日、10月27日日、
11月24日日、12月22日日

時間：11：30 ～ 13：30
（ラストオーダー 13：00）

奉納金：1口50円、2口以上随意
「オープン食堂」の“オープン”とは「誰
にでも開放された」という意味です。地
産地消・旬産旬消のオーガニックのお食
事を通し、地域の皆様が繋がり、交流す
る場を築いていきたいと思います。
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宇
治
を
愛
す
る
人
─
─
─
─
─
　

宇
治
で
行
じ
た
日
々

　
　
　
　
　
　
　
生
長
の
家
空
知
教
区
副
教
化
部
長

　
大
　
隈
　
賢
　
治

　

合
掌
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

生
長
の
家
宇
治
別
格
本

山
に
あ
り
ま
す
「
神
癒
の

社
入
龍
宮
幽
斎
殿
」で
は
、

神
想
観
の
実
修
、
写
経
祈

願
と
実
修
、
神
癒
祈
願
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
神
癒
祈
願
は
「
神

癒
人
型
」
に
祈
願
を
受
け

ら
れ
る
方
の
お
名
前
を

「
実
相
円
満
完
全
」
の
思

念
を
籠
め
な
が
ら
墨
書

し
、
祈
願
を
し
て
お
り
ま

す
。
祈
り
の
後
、
皆
様
に

「
神
癒
人
型
」
を
お
送
り

し
て
お
り
ま
す
。
生
命
の

実
相
の
自
性
円
満
（
そ
の

ま
ま
で
え
ん
ま
ん
な
こ

と
）
を
自
覚
す
れ
ば
大
生

命
の
癒
力
（
な
お
す
ち
か

ら
）
が
働
い
て
神
癒
と
な

り
ま
す
。「
感
謝
は
す
べ

て
を
癒
す
」
と
も
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
問
題
と
見

え
る
こ
と
を
通
し
て
、
魂

が
磨
か
れ
、
そ
の
結
果
魂

が
向
上
す
る
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
今
回
、
子
宝

祈
願
成
就
さ
れ
た
方
を
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

「
約
三
年
、
神
の
子
が

授
か
り
ま
す
よ
う
に
と
、

神
癒
祈
願
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
念
願
の
神
の
子
さ

ん
を
授
か
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

不
妊
治
療
を
し
て
も
受

精
卵
が
で
き
ず
、
医
師
か

ら
『
赤
ち
ゃ
ん
は
無
理
と

思
っ
た
方
が
い
い
。
ど
う

し
て
も
欲
し
い
の
な
ら
、

若
い
女
性
の
卵
子
提
供
を

受
け
る
方
法
が
あ
り
ま

す
』
と
言
わ
れ
た
時
の
絶

望
感
、
耳
が
キ
ー
ン
と
鳴

り
、
体
が
火
照
る
よ
う
な

体
験
で
し
た
。『
そ
ん
な

は
ず
が
な
い
、
不
可
能
は

な
い
』
と
い
う
強
い
思
い

が
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
し

た
。

　

私
は
幼
い
頃
か
ら
母
が

生
長
の
家
に
入
信
し
て
い

た
お
陰
で
、『
人
間
神
の

子
無
限
力
』
と
い
う
思
い

を
持
ち
続
け
て
い
ま
し
た

が
、
母
の
信
仰
を
母
の
子

供
と
し
て
付
属
的
に
信
仰

し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
本
当
の
意
味
で
私

自
身
が
生
長
の
家
の
御
教

え
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
い
ま
す
。
通
勤
電

車
の
中
で
、
生
長
の
家
の

講
話
や
聖
経
を
聞
き
『
神

様
の
御
心
に
叶
う
、
必
要

な
人
、
物
、
事
物
は
全
て

既
に
私
の
中
に
あ
る
』
と

神
様
を
信
じ
、
神
の
子
で

あ
る
こ
と
を
信
じ
ま
し

た
。

　

半
年
後
、
初
め
て
受
精

卵
が
一
つ
、
成
長
し
て
く

れ
た
の
で
す
。
移
植
す
る

日
、
神
想
観
を
す
る
と
、

瞼
の
奥
に
天
国
に
い
る
祖

父
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
ま

し
た
。『
赤
ち
ゃ
ん
を
授

か
っ
た
』
と
確
信
し
ま
し

た
。

　

妊
娠
後
も
、
入
退
院
を

繰
り
返
し
、
出
産
す
る
ま

で
の
二
ヶ
月
間
は
入
院
生

活
と
な
り
ま
し
た
が
、
い

つ
も
私
に
は
生
長
の
家
が

あ
り
ま
し
た
。
神
癒
祈
願

で
い
つ
も
宇
治
か
ら
祈
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い

う
絶
対
的
な
安
心
感
が
あ

り
ま
し
た
。

　

お
陰
様
で
、
赤
ち
ゃ
ん

は
順
調
に
育
ち
、
元
気
に

生
ま
れ
て
く
れ
ま
し
た
。

笑
顔
の
可
愛
い
神
の
子
さ

ん
で
す
。

子
宝
祈
願
成
就
の
神
癒
祈
願
礼
状

祈
願
部
部
長
　
阿
　
部
　
秀
　
輝

久
先
生
が
こ
れ
ほ
ど
お
褒

め
に
な
る
楠
本
先
生
の
元

で
修
行
で
き
た
ら
幸
せ
だ

な
」
と
そ
れ
以
来
思
っ
て

い
ま
し
た
の
で
、
平
成
二

十
年
に
異
動
と
な
り
そ
の

願
い
が
叶
っ
た
と
思
い
ま

し
た
。

　

異
動
し
て
最
初
の
配
属

は
神
癒
祈
願
部
で
し
た
。

終
日
祈
願
を
さ
せ
て
い
た

だ
け
る
あ
り
が
た
さ
を
し

み
じ
み
と
感
じ
た
日
々
で

し
た
。
宇
治
の
冬
は
厳
し

い
の
で
す
が
そ
の
凛
と
し

た
空
気
の
中
で
祈
る
あ
り

が
た
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
春
に
な
り
桜
が
咲
き

鶯
が
鳴
き
始
め
る
と
、
祈

願
中
に
そ
の
美
し
い
啼
き

声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

そ
れ
は
総
裁
先
生
が『「
す

べ
て
は
一
体
」
と
感
ず
る

祈
り
』
の
中
で
お
書
き
く

だ
さ
っ
て
い
る
「
鳥
た
ち

が
呼
び
交
わ
す
数
々
の
声

は
、
そ
の
ま
ま
天
上
の
交

響
曲
で
あ
る
。」
そ
の
も

の
で
し
た
。
日
々
弛
み
な

く
祈
ら
せ
て
い
た
だ
く
幸

せ
、
い
つ
し
か
幽
斎
殿
が

ま
さ
に
実
相
世
界
に
座
し

て
い
る
感
じ
が
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
配
属
後
半
年

く
ら
い
か
ら
は
幽
斎
殿
で

早
朝
三
時
過
ぎ
か
ら
祈
願

を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
祈
り
に
徹
し
た
本
当

に
幸
せ
な
時
間
で
し
た
。

　

あ
る
と
き
肩
が
凝
っ
て

仕
方
が
な
い
時
が
あ
り
、

　

私
は
平
成
二
十
年
か

ら
三
年
間
宇
治
別
格
本

山
に
勤
務
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
堀
端
芳

樹
総
務
に
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

さ
て
私
が
生
長
の
家

の
道
場
生
活
に
入
ら
せ

て
い
た
だ
い
た
の
は
、

平
成
元
年
飛
田
給
道
場

で
し
た
（
平
成
元
年
か

ら
平
成
二
十
年
ま
で

と
、
再
び
平
成
二
十
三

年
か
ら
二
十
六
年
ま
で

加
え
て
二
十
六
年
間
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
）。

道
場
生
活
を
は
じ
め
た

当
時
の
心
境
は
「
生
長

の
家
の
御
教
え
を
理
屈

だ
け
で
な
く
、
実
際
に

生
活
に
行
じ
た
い
」
と

い
う
強
い
願
い
か
ら
で

し
た
。
故
・
徳
久
克
巳

講
師
が
総
務
を
務
め
て

お
ら
れ
た
の
で
す
が
、

そ
の
徳
久
先
生
が
練
成

会
中
の
ご
講
話
で
何
度

か
「
私
は
楠
本
加
美
野

先
生
を
尊
敬
し
て
い
る

ん
で
す
よ
」
と
参
加
者

の
皆
様
に
向
か
っ
て
仰

い
ま
し
た
。
私
は
「
徳

当
時
の
祈
願
部
長
の
故
・

及
川
隆
司
講
師
に
お
聞
き

す
る
と
「
祈
願
を
自
分
が

す
る
と
思
わ
ず
に
、
自
分

を
通
し
て
神
様
が
祈
ら
れ

て
い
る
と
自
覚
す
る
と
良

い
で
す
ね
」
と
ア
ド
バ
イ

ス
下
さ
い
ま
し
た
。「
そ

う
か
。
自
分
は
神
様
の
パ

イ
プ
に
な
れ
ば
良
い
の

だ
」
と
得
心
し
ま
し
た
。

す
る
と
翌
日
か
ら
不
思
議

な
こ
と
に
全
く
肩
が
凝
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。

　

翌
年
に
練
成
部
へ
異
動

と
な
り
ま
し
た
。
当
時
の

練
成
部
の
講
師
陣
は
故
・

楠
本
加
美
野
総
務
、
長
田

忍
講
師
、山
口
哲
弘
講
師
、

榎
本
一
子
講
師
、
そ
し
て

私
が
加
わ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
練
成
中
の
感
謝

行
終
了
後
に
練
成
部
に
集

ま
り
、
楠
本
先
生
を
囲
ん

で
練
成
参
加
者
一
人
一
人

の
名
前
を
唱
え
て
お
祈
り

が
毎
日
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
私
は
そ
の
一
員
に
な

れ
た
こ
と
が
心
か
ら
嬉
し

く
て
涙
が
出
て
来
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。
ま
た

楠
本
先
生
は
早
朝
行
事
の

欠
席
は
絶
対
に
許
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ
の

厳
し
さ
が
私
に
は
本
当
に

嬉
し
く
感
じ
ま
し
た
。

　

と
く
に
山
口
講
師
と
ご

一
緒
に
研
修
生
の
担
当
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

が
私
の
一
生
涯
の
宝
と
な

り
ま
し
た
。
マ
ー
君
こ
と

雅
博
君
が
元
気
い
っ
ぱ

い
に
研
修
生
の
リ
ー

ダ
ー
を
さ
れ
て
お
り
、

朝
も
昼
も
夜
も
一
緒
に

“
行
三
昧
”
の
日
々
を

過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
当
時
の
研
修

生
は
常
時
二
十
名
位

（
そ
れ
以
前
は
も
っ
と

お
ら
れ
た
そ
う
で
す

が
）
お
ら
れ
ま
し
た
。

中
に
は
消
火
栓
を
ま
き

散
ら
し
た
り
、
喧
嘩
を

し
た
り
、
急
に
所
在
不

明
と
な
る
な
ど
の

“
ス
ー
パ
ー
神
の
子
さ

ん
”
も
お
ら
れ
ま
す
。

け
れ
ど
も
楠
本
先
生
の

ご
指
導
は
、
常
不
軽
菩

薩
が
“
す
べ
て
の
人
間

は
神
の
子
で
あ
る
”
と

拝
ん
だ
よ
う
に
、
講
師

は
目
の
前
に
い
る
一
人

一
人
を
神
の
子
と
し
て

礼
拝
す
る
こ
と
に
尽
き

る
、
と
い
う
こ
と
で
し

た
。

　

当
時
の
研
修
生
活
で

出
会
っ
た
一
人
に
、
室

蘭
教
区
事
務
局
長
の
中

島
英
貴
君
も
お
ら
れ
ま

し
た
。
先
日
四
十
七
歳

と
い
う
若
さ
で
他
界
さ

れ
誠
に
残
念
で
す
が
、

高
級
霊
と
な
ら
れ
ご
家

族
様
を
お
導
き
お
護
り

に
な
ら
れ
て
い
る
と
存

じ
ま
す
。
心
よ
り
ご
冥

福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。

　

人
類
光
明
化
運
動
は

「
顕
幽
相
携
え
て
」
行

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
宇

治
別
格
本
山
で
行
じ
た

日
々
は
私
に
と
り
、
か

け
が
え
の
な
い
信
仰
生

活
の
宝
で
あ
り
「
魂
の

ふ
る
さ
と
」
と
な
っ
て

い
ま
す
。

114

祥
月
命
日
供
養
祭《
繰
上
げ
日
》の
お
知
ら
せ

＊
８
月
の
祥
月
命
日
供
養
祭
を
左
記
の
日
程
で

　

繰
上
げ
て
執
り
行
い
ま
す
。

　
　

８
月
７
日
・
９
日
・
12
日
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→
《
８
月
４
日
（
日
）》

　
　

８
月
14
日
〜
20
日
分
→
《
８
月
11
日
（
日
）》

※
繰
り
上
げ
日
以
外
の
日
で
も
唱
名
致
し
ま
す
。

　

案
内
ハ
ガ
キ
を
お
受
所
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

最
新
情
報
は
、
本
山
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

い
た
だ
く
か
、
祭
司
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

℡
〇
七
七
四

－

二
一

－

二
一
五
四

　

8
月
18
日
～
19
日
は
、
神
想
観
の
実
修

並
び
に
、
写
経
室
の
利
用
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
山
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
神
癒
祈

願
課
・
写
経
課
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

写
　
経
（
奉
納
金
）

　
　
　
　
　

全
項
目
（
20
枚
）
五
千
円

　
　
　
　
　

一
項
目
（
３
枚
）　

千
円

　
　
　

人
間
の
項
目
（
８
枚
）　

千
円

種
類

人
類
同
胞
大
調
和
六
章
経
・
万
物
調
和

六
章
経
・
讃
歌
・
聖
経
等
・
各
種
ご
ざ

い
ま
す
。

神�

癒�

祈�

願

お
申
し
込
み
、
送
金
が
宇
治
別
格
本
山

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
、
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
で
き
ま
す
。

（
送
料
・
手
数
料
無
料
）

奉
納
金
は
随
意
で
す
。

《
お
問
い
合
せ
》

　

生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山
祈
願
部

　

℡　

〇
七
七
四（
二
一
）二
三
○
五（
写
経
課
）

　
　
　

〇
七
七
四（
二
一
）二
一
五
七（
神
癒
祈
願
課
）

　

ＦＡＸ　

〇
七
七
四（
二
一
）二
一
六
七

神癒の社　入龍宮幽斎殿　写経・神癒祈願について

　

五
日
（
月
）
午
前
十
時
～

　
　
　

末
一
稲
荷
神
社
祭
・
精
霊
招
魂
神
社
祭

　

七
日
（
水
）
午
後
二
時
～�

霊
牌
合
祀
祭

　

九
日
（
金
）
午
後
二
時
～�

霊
牌
合
祀
祭

十
二
日
（
月
）
午
後
一
時
～�

霊
牌
合
祀
祭

十
三
日
（
火
）
午
前
十
時
～

　
　
　

全
国
流
産
児
無
縁
霊
供
養
塔
供
養
祭

十
四
日
（
水
）
午
後
一
時
～�

霊
牌
合
祀
祭

十
六
日
（
金
）
午
前
五
時
四
十
分

　
　
　
　
　
　
　

送
霊
祭　

み
た
ま
ぬ
き
の
儀

　
　
　
　
　
　

午
前
七
時
三
十
分
～

　
　
　
　
　
　
　

送
霊
祭　

霊
牌
奉
送
の
儀

十
七
日
（
土
）
午
前
八
時
～
八
時
十
五
分

　
　
　
　
　
　
　

御
神
火
奉
戴
の
儀�

　
　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
～

　
　
　
　
　
　
　

送
霊
祭　

浄
火
の
儀

十
八
日
（
日
）
午
後
四
時
～

　
　
　

自
然
災
害
並
び
に
世
界
規
模
感
染
症

　
　
　

物
故
者
追
悼
慰
霊
祭

十
九
日
（
月
）
午
前
九
時
～

　
　
　

宝
蔵
神
社
盂
蘭
盆
供
養
大
祭　

本
祭

本
年
の
盂
蘭
盆
供
養
大
祭
等
は
ご
参
列
は
出
来
ま

せ
ん
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

八
月
の
祭
典
予
定

　

妊
娠
、出
産
を
通
し
て
、

赤
ち
ゃ
ん
は
『
生
長
の
家

の
信
仰
と
は
、
私
は
ど
う

生
き
る
べ
き
か
、
大
切
な

も
の
は
何
か
』
を
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。『
私
は
神

の
子
』
と
い
う
思
い
を
常

に
心
に
刻
み
、
授
け
て
い

た
だ
い
た
ご
恩
を
胸
に
、

生
長
の
家
の
教
え
に
生
き

た
い
と
思
い
ま
す
」。

　

医
師
の
厳
し
い
言
葉
を

き
っ
か
け
に
信
仰
を
深
め

ら
れ
、
待
望
の
神
の
子
が

授
か
っ
た
体
験
で
す
。
人

生
の
転
機
の
奥
に
は
神
の

導
き
が
あ
り
、
家
族
や
周

囲
の
方
、
ご
先
祖
様
に
感

謝
す
る
こ
と
で
人
生
は
変

わ
り
ま
す
。
感
謝
の
気
持

ち
で
人
類
光
明
化
運
動
・

国
際
平
和
信
仰
運
動
に
邁

進
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
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谷
口
雅
春
先
生
は
、
聖

典
に
次
の
よ
う
に
お
書
き

く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

　

「
こ
こ
に
生
き
て
い
る

此
の
個
人
と
し
て
の
生
命

が
、
神
に
始
ま
り
、
祖
先

を
通
し
父
母
を
通
し
て
全

体
の
生
命
と
つ
な
が
り

0

0

0

0

が

あ
る
と
い
う
自
覚
が
、
悟

り
な
ん
で
す
。
そ
の
悟
り

を
如
実
に
報
恩
の
姿
を

も
っ
て
表
わ
す
の
が
、
祖

先
祭
祀
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
神
と
祖
先
の
諸
霊
た
ち

と
の
生
命
的
一
体
感
を
起

こ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
先
祖
祀
り
と
い
う
こ
と

の
意
義
な
の
で
す
。」

（『
新
版　

人
生
を
支
配

す
る
先
祖
供
養
』
一
七
五

頁
）

　

こ
こ
で
は
先
祖
供
養
の

一
つ
の
大
き
な
意
義
と
し

て
、
生
命
の
一
体
感
を
起

こ
す
こ
と
で
あ
る
と
お
示

し
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

生
命
の
一
体
感
と
は
何

で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
無
論
の
こ
と
、先
ず
、

神
の
い
の
ち
と
、
私
の
い

の
ち
は
た
っ
た
一
つ
の
同

じ
い
の
ち
で
あ
る
と
云
う

よ
ろ
こ
び
に
他
あ
り
ま
せ

ん
。

　

私
達
は
、
神
様
に
無
条

件
に
愛
さ
れ
て
祝
福
さ
れ

て
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

私
達
の
い
の
ち
は
、
神
様

の
い
の
ち
仏
様
の
い
の
ち

そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

神
様
は
私
の
い
の
ち
そ

の
も
の
と
な
っ
て
、
私
を

生
か
し
て
く
だ
さ
り
、
私

と
な
っ
て
生
き
て
お
ら
れ

ま
す
。
私
が
、
今
、
こ
こ

に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
云

う
こ
と
は
、
神
が
今
、
こ

こ
に
生
き
て
お
ら
れ
る
と

云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

神
様
は
私
の
い
の
ち
の

内
か
ら
、
私
を
愛
し
祝
福

さ
れ
、
讃
嘆
さ
れ
、
感
謝

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
事
は
事
実
で
す
。
実
相

の
事
実
に
は
、
外
か
ら
の

証
明
は
一
切
い
り
ま
せ

ん
。
私
達
が
神
の
い
の
ち

と
し
て
、
今
、
こ
こ
に
、

現
に
生
き
て
い
る
と
い
う

事
実
だ
け
で
、
神
の
無
限

の
愛
と
祝
福
を
証
明
し
て

い
る
の
で
す
。
生
き
て
い

る
の
で
す
。

　

神
と
先
祖
と
父
母
と
自

分
の
い
の
ち
は
、
は
じ
め

の
は
じ
め
か
ら
あ
り
つ
づ

け
る
、
神
の
い
の
ち
の
展

開
で
あ
り
、
神
の
自
己
実

現
の
お
姿
と
し
て
の
、
そ

の
事
実
を
無
条
件
に
よ
ろ

こ
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
唯
、

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

受
け
入
れ
る
だ
け
で
善
い

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ

と
が
、
お
の
づ
か
ら
先
祖

供
養
の
中
身
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
神
と

先
祖
と
父
母
の
い
の
ち

が
、
吾
が
内
な
る
い
の
ち

と
既
に
一
体
と
し
て
完
全

に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
れ
以
上
の
魂
の
よ

ろ
こ
び
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

神
様
が
神
の
子
と
、
天

地
万
物
を
祝
福
し
、
讃
嘆

さ
れ
て
い
る
直
接
の
お
言

葉
が
、
聖
経
『
甘
露
の
法

雨
』
で
あ
り
ま
す
。

　

私
達
が
聖
経
を
誦
げ
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
、
私
の

内
な
る
魂
が
よ
ろ
こ
び
ま

す
。
私
の
い
の
ち
が
よ
ろ

こ
べ
ば
、
父
母
の
い
の
ち

が
よ
ろ
こ
び
ま
す
。
父
母

の
い
の
ち
が
よ
ろ
こ
べ

ば
、
先
祖
の
い
の
ち
が
よ

ろ
こ
び
ま
す
。
そ
し
て
、

草
も
木
も
森
も
川
も
よ
ろ

こ
び
、
空
も
雲
も
よ
ろ
こ

び
、
空
気
も
水
も
大
地
も

よ
ろ
こ
び
ま
す
。そ
れ
は
、

全
て
が
神
の
い
の
ち
に
於

い
て
一
体
だ
か
ら
で
す
。

こ
の
お
の
づ
か
ら
な
る
一

体
感
を
、
よ
ろ
こ
び
の
先

祖
供
養
と
お
呼
び
し
て
も

良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

○
本
山
人
事
▼

【
二
〇
二
四
年
二
月
二
十
九
日
付
】

堀 

端
　
芳
樹
（
宇
治
別
格
本
山

総
務
、
祭
司
部
部
長
、
練
成

部
部
長
、
能
力
開
発
セ
ン

タ
ー
宇
治
研
修
所
所
長
、
宝

蔵
神
社
宮
司
、
本
部
講
師
）

　 

祭
司
部
部
長
、
練
成
部
部
長

を
免
ず
。

【
二
〇
二
四
年
三
月
一
日
付
】

清 

水
　
志
郎
（
練
成
部
次
長
、

人
　
事
　
異
　
動

霊
宮
聖
使
命
会
事
務
部
部
長
　
藤
　
原
　
義
　
彦

よ
ろ
こ
び
の
先
祖
供
養

【
永
代
供
養
の
お
知
ら
せ
】

生 

存 

永 

代

　

生
前
は
生
長
の
家
総
本
山
龍
宮
住
吉
本
宮
の
宝
筺
に
奉
安

さ
れ
、
神
様
の
祝
福
の
霊
波
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

死
後
は
、
生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山
の
宝
蔵
神
社
紫
雲
殿
に

移
し
て
永
代
祭
祀
さ
れ
ま
す
。

故 

人 

祭 

祀

　

既
に
霊
界
に
赴

お
も
む

け
る
人
を
、

宝
蔵
神
社
に
お
祀
り
し
て
あ
げ

た
い
と
親
族
等
が
希
望
さ
れ
る

場
合
に
は
、
永
代
祭
祀
用
『
甘

露
の
法
雨
』
の
表
に
故
人
の
名
前
を
書
き
、
故
人
の
霊
波
を

招
く
た
め
に
生
前
着
用
し
た
衣
類
が
あ
れ
ば
聖
経
に
挿
み
、

お
祀ま

つ

り
し
ま
す
。（
衣
類
は
な
く
て
も
祭
祀
で
き
ま
す
）

※
な
お
、
お
名
前
が
分
か
ら
な
い
場
合
、
例
え
ば
「
宇
治
一
郎
の
父

比
古
命
」
と
書
い
て
永
代
祭
祀
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

○
申
込
用
紙　

生
存
者
用
・
故
人
用
・
流
産
児
用
の
三
種

○
奉
納
金　

一
名
又
は
一
柱
に
つ
き
十
万
円
以
上

○
お
問
合
せ　

永
代
供
養
課　

℡
〇
七
七
四
（
二
一
）
二
一
五
五

【
霊
宮
聖
使
命
会
の
お
知
ら
せ
】

　

霊
宮
聖
使
命
会
に
御
霊
を
入
れ
て
お
祀
り
し
て
あ
げ
た
い

方
は
、
地
元
各
組
織
に
常
備
し
て
あ
る
申
込
書
及
び
霊
宮
聖

使
命
会
員
用
の
霊
牌
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
会
費
（
一
柱

に
つ
き
一
ヶ
月
百
円
）
を
添
え
て
各
組
織
（
取
扱
者
）
を
通

し
て
各
教
区
の
教
化
部
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
お
問
合
せ　

霊
宮
聖
使
命
会
事
務
部
会
員
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
〇
七
七
四
（
二
一
）
二
一
五
六

研 修 生 募 集 中 �
宇治別格本山では、常時研修生を募集しております。

　自分自身の存在の尊さに

目覚め、希望に満ちた世界

観を確立する真理研鑽の生

活をしてみませんか。素晴

らしい仲間と共に過ごす道

場生活は、かけがえのない

悦びの経験となります。

聖経読誦の様子

詳しい内容をお知りになりた
い方はご連絡ください。

℡：0774-21-2153

本
部
講
師
）
昇
格
　

　
練
成
部
部
長
代
行
を
命
ず
。

服 

部
　
信
雄
（
祭
司
部
次
長
、

本
部
講
師
補
）
昇
格

　
祭
司
部
部
長
代
行
を
命
ず
。

【
二
〇
二
四
年
五
月
一
日
付
】 

佐 

々
木
　
清
超
（
祈
願
部
神
癒

祈
願
課
主
任
）
昇
格
　

　 

祈
願
部
神
癒
祈
願
課
課
長
補

佐
を
命
ず
。

以下の日は、食堂がお休みとなります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め参拝者の食堂のご利用が出来ない場
合があります。
最新情報は、本山ホームページをご確
認いただくか、本山までお問い合わせ
ください。

℡０７７４－２１－２１５１

７月22日（月）・23日（火）・29（月）
８月５日（月）・６日（火）・21日（水）・22日（木）・26（月）・27（火）･28（水）･29（木）
９月２日（月）・９日（月）・24日（火）・25日（水）

10月３日（木）・７日（月）・16日（水）・22日（火）・23（水）・28（月）

「短期練成会」毎月第一週（金〜日）開催

「ご先祖と共に悦びの一日講話」第二週以降の土日に開催

☆予約制となります。（当日の参加はできません）
　宿泊は初日の前日となる木曜日まで、日帰りは参加前日までが締切りとなります。
　9：20～17：00にお電話（0774－21－2153）でご予約ください。

☆予約制となります。申込フォームへの入力又はお電話にてお申し込みく
ださい。ご予約はお電話で9：20～17：00にお願いします

※土曜日の宿泊も受け付けております。（参籠費1,500円）
　宿泊2日前の木曜日の17時までにお電話によりご予約ください。

その他詳細及びプログラムは、宇治別格本山のホームページ、Facebookにも記載されていますのでご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしています。

▼奉納金　・一泊　4,000円、子供（3〜12歳）2,750円
　　　　　・日帰り　1,500円、子供（3〜12歳）750円

▼奉納金　・大人　1,500円、子供（3〜12歳）750円
参加申し込みフォームはこちら➡

〜"魂のふるさと"宇治で、神の子の喜びを味わいませんか？〜


