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二
〇
二
五
年
（
令
和
七
年
）
の
新
年
を
迎
え
て

生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山  

祈
願
部 

部
長

　
　
　
　
　
阿
　
部
　
秀
　
輝

　

二
〇
二
五
年
（
令
和
七

年
）
の
新
年
に
は
第
六
十

五
回
目
の
二
〇
二
五
年
宝

蔵
神
社
新
年
祭
が
執
り
行

わ
れ
ま
す
。
宝
蔵
神
社
本

尊
神
霊
に
ま
し
ま
す
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
に
対
し

奉
り
、
日
頃
の
御
護
り
と

お
導
き
に
感
謝
の
真
心
を

捧
げ
、
神
・
自
然
・
人
間

の
大
調
和
す
る
世
界
平
和

の
願
い
を
こ
め
て
執
り
行

わ
れ
ま
す
。

　

『
宝
蔵
神
社
神
殿
捧
堂

の
祝
詞
』
に
は
「
今
よ
り

後
は
一
層
に
人
類
光
明
化

運
動
の
道
に
栄
光
を
弥
や

　

神
は
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
自
分
の
中う
ち

に
あ

る
の
で
あ
る
。
自
分
が
努
力
す
る
こ
と
は
神
が
努
力

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
「
自
分
」

と
い
う
も
の
の
中う
ち

に
は
、
本
来
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
本
当
の
自
分
」
も
あ
れ
ば
本
来
神
で
な
い
所
の
「
ニ

セ
モ
ノ
の
自
分
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
吾わ
れ
わ
れ々

の
努
力
す
る
目
標
は
「
ニ
セ
モ
ノ
の
自
分
」
を
没
ぼ
っ
き
ゃ
く却

し
て
「
本
物
の
自
分
」
を
よ
り
一
そ
う
伸
展
す
る
よ

う
に
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

凡あ
ら

ゆ
る
宗
教
は
人
間
の
実
相
即す
な
わち
「
本
当
の
自
分
」

を
自
覚
せ
し
め
そ
れ
を
最
高
度
に
実
現
す
る
た
め
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
生
の
目

的
は
結
局
其そ

こ処
に
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
地
上
に

と
も
に
、
国
際
平
和
信
仰

運
動
・
人
類
光
明
化
運
動

に
ご
先
祖
と
と
も
に
邁
進

す
る
こ
と
を
誓
い
、
決
意

を
新
た
に
す
る
と
い
う
意

義
が
あ
り
ま
す
。

　

二
〇
二
五
年
宝
蔵
神
社

新
年
祭
は
生
長
の
家
国
際

本
部
か
ら
の
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

『
五
類
感
染
症
』
へ
の
位

置
づ
け
変
更
に
伴
う
、
生

長
の
家
の
各
種
行
事
（
会

議
）
開
催
の
対
応
」
の
通

達
に
照
ら
し
て
、
前
年
同

様
、
規
模
を
縮
小
し
て
元

日
の
み
祭
典
を
執
り
行
う

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
宿

泊
を
伴
う
初
詣
練
成
会
の

ご
参
加
等
は
、
ご
遠
慮
い

た
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
状

況
で
す
。
皆
様
方
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
前
年
ま
で
の
祭

典
は
無
参
列
で
し
た
が
、

今
回
、
五
年
ぶ
り
に
祭
典

に
ご
参
拝
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
祭
典
は
午
前
十
一

時
か
ら
午
後
零
時
三
十
分

ま
で
行
い
ま
す
。
皆
様
方

の
ご
参
拝
を
心
か
ら
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

　

鏡
餅
は
円
満
な
丸
い
心

を
写
す
心
の
鏡
で
あ
り
、

家
庭
円
満
の
象
徴
と
し
て

宝
蔵
神
社
神
前
に
お
供
え

い
た
し
ま
す
。
鏡
餅
奉
納

申
込
書
は
宝
蔵
神
社
神
前

の
宝
筺
に
一
か
月
間
奉
安

し
、
皆
様
の
祥
福
を
祈
念

い
た
し
ま
す
。
鏡
餅
奉
納

の
受
付
は
大
拝
殿
一
階
お

受
け
所
に
て
承
り
ま
す
。

　

雑
煮
接
待
は
元
日
の
み

地
下
一
階
食
堂
に
て
行
い

ま
す
。
ご
利
用
時
間
は
午

前
十
一
時
か
ら
午
後
二
時

ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　

ま
た
、
神
癒
の
社
入
龍

宮
幽
斎
殿
で
は
神
想
観
実

修
、
新
春
書
初
め
、
奉
納

写
経
、
神
癒
祈
願
の
受
付

を
行
い
ま
す
。
神
想
観
実

修
は
午
前
十
時
、
午
後
一

時
に
行
い
ま
す
。
幽
斎
殿

は
午
前
九
時
二
十
分
か
ら

午
後
五
時
迄
、
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
書
初
め
、
写
経
実
修

は
幽
斎
殿
一
階
写
経
室
に

て
午
前
九
時
二
十
分
か
ら

午
後
四
時
三
十
分
迄
と

な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
幸

せ
を
招
く
書
初
め
は
一
月

三
十
一
日
迄
行
い
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
奉

納
さ
れ
ま
す
と
、
写
経
奉

安
礼
拝
殿
に
一
年
間
奉
安

し
て
、
讃
歌
・
聖
経
読
誦

の
祝
福
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
奉
納
写
経
は

十
年
間
奉
安
し
、
祈
願
成

就
の
讃
歌
・
聖
経
読
誦
の

祝
福
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
神
癒
祈
願
は
一

か
月
毎
の
更
新
で
「
神
癒

人
型
」
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

　

初
詣
練
成
会
は
中
止
と

な
り
ま
す
が
、一
月
の「
一

日
講
話
」
は
第
二
、
三
土

日
に
開
催
い
た
し
ま
す
。

短
期
練
成
会
は
二
月
に
開

催
い
た
し
ま
す
。　

　

霊
宮
聖
使
命
菩
薩
永
代

祭
祀
、霊
宮
聖
使
命
会
員
、

霊
牌
、
お
み
く
じ
等
の
窓

口
受
付
は
午
前
九
時
二
十

分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
行

い
ま
す
。

　

九
月
二
十
七
日
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
「
大
調
和
の

神
示
連
続
リ
レ
ー
読
誦
」

は
「
大
調
和
の
神
示
」
の

重
要
性
を
再
確
認
し
、
混

乱
す
る
現
代
社
会
の
中
で

神
示
の
精
神
を
生
か
し
な

が
ら
、
世
界
平
和
を
目
指

す
生
長
の
家
の
運
動
を
前

進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
世

界
の
生
長
の
家
の
信
徒
間

で
連
帯
感
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
に
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
で
も
「
大
調
和
の
神

示
」『
万
物
調
和
六
章
経
』

『
人
類
同
胞
大
調
和
六
章

経
』
の
連
続
読
誦
が
二
回

行
わ
れ
ま
し
た
。
集
団
読

誦
に
よ
り
、
世
界
の
平
和

が
実
現
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。
神
想
観
・
讃

歌
、
聖
経
、
六
章
経
、
聖

典
読
誦
・
愛
行
を
実
践
し
、

神
・
自
然
・
人
間
の
大
調

和
す
る
理
想
世
界
実
現
に

向
け
て
邁
進
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

増
し
給
ひ　

こ
れ
ら
の
諸

霊
が
世
界
平
和
に
貢
献
し

得
て
人
類
悉
こ
と
ご
とく
道
に
迷
は

ず
争
ふ
こ
と
な
く
清
く
明

き
心
に
て　

愈い
よ
い
よ々

深
く
神

仏
及
び
祖
先
を
敬
ひ　

顕

幽
相あ
ひ
た
づ
さ
携
へ
て
大
神
の
経け
い
り
ん綸

を
扶ふ
よ
く翼
す
る
こ
と
を
得
る

や
う
導
き
給
へ
」（『
新
版

魂
の
ふ
る
さ
と
宇
治
』
百

三
十
五
頁
）
と
の
祈
り
が

あ
り
ま
す
。
新
年
祭
に
参

拝
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

宝
蔵
神
社
本
尊
神
霊
の
お

導
き
の
も
と
、
紫
雲
殿
、

光
明
宮
、
宝
蔵
宮
、
並
び

に
霊
殿
に
斎
き
ま
つ
る
生

長
の
家
所
縁
の
御
霊
様
に

感
謝
の
真
心
を
捧
げ
る
と

於お

け
る
神
の
最
高
度
の
自
己
実
現
で
は
あ
る
が
、
す

べ
て
の
人
間
が
現
代
の
状
態
の
ま
ま
で
最
高
度
に
完

成
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
真
の
完
全
さ
は
や
が
て
実
現
す
べ
き
可
能
性
と
し

て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彫
刻
さ
る
べ
き
大

理
石
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
無
限
の
可
能
性
を
内

包
す
る
素
材
の
上
に
創
造
の
鑿の
み

を
加
え
て
行
く
―
―

そ
こ
に
生
活
の
創
造
が
あ
る
の
で
あ
り
、
生
活
の
喜

び
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
各
人
の
自
由
の
努
力

を
要
す
る
の
で
あ
る
。
努
力
な
く
し
て
何
ご
と
を
も

成じ
ょ
う
じ
ゅ
就
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　

　
　
　

『
新
版 

生
活
と
人
間
の
再
建
』

七
十
～
七
十
一
頁
よ
り

環境に対する国際規格

I S O 14001
認 証 取 得

宝蔵神社
鏡餅奉納

宝蔵神社に鏡餅
を奉納してご先
祖様に感謝を捧
げ、家族の益々の
円満調和を祈念
致しましょう。

― 奉納金 ―
一 口 千 円 以 上

「
神
」
は
実
現
す
べ
き
可
能
性
と
し
て
自
己
の
内
に
あ
る

生
長
の
家
創
始
者
　
谷
　
口
　
雅
　
春

　

令
和
七
年
宝
蔵
神
社　

新
年
の
ご
案
内

宝
蔵
神
社
新
年
祭　
１
月
１
日
（
元
日
の
み
）

　

午
前
11
時
～
（
大
拝
殿
）

雑
煮
接
待　
１
月
１
日
（
元
日
の
み
）

　

午
前
11
時
～
午
後
２
時
（
１
，０
０
０
杯
限
定
）（
食
堂
）

新
春
書
初
め　
12
月
１
日
～
１
月
31
日

　

午
前
９
時
20
分
～
午
後
４
時
半
（
幽
斎
殿
）

新
年
祝
福
祈
念
の
鏡
餅
奉
納　

　

１
月
３
日
ま
で
受
付
中
！
（
お
受
所
）

初
詣
練
成
会　
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

　

今
年
の
初
詣
は
宝
蔵
神
社
へ
お
越
し
く
だ
さ
い

　

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
、
お
電
話
に
て
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

℡
〇
七
七
四
（
二
一
）
二
一
五
一
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「
生
長
の
家
大
神
―
―

総
裁
・
副
総
裁
―
―
御
教
。

こ
の
三
つ
を
結
び
貫
く
神

意
の
展
開
が
、
光
明
化
運

動
の
不
動
の
中
心
で
あ
る

事
を
、
生
長
の
家
人
た
る

も
の
は
一
瞬
た
り
と
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
」（『“
新

し
い
文
明
”
を
築
こ
う
』

上
巻 

基
礎
編
「
運
動
の

基
礎
」
七
十
六
頁
）

　

こ
の
中
心
帰
一
の
重
要

性
を
説
く
「
人
類
光
明
化

運
動
指
針
第
九
条
」
こ
そ

は
、
信
仰
の
安
ら
ぎ
と
悦

び
の
礎
で
あ
り
、
私
達
信

徒
の
魂
を
真
に
解
放
し
、

絶
対
自
由
の
悦
び
を
授
け

て
く
だ
さ
る
神
様
の
愛
の

理
念
で
あ
る
の
だ
と
実
感

し
て
い
ま
す
。
私
が
、
こ

の
“
不
動
の
中
心
帰
一
の

信
”
を
確
立
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
悦
び
の
体
験
を
書

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

練
成
部
で
は
今
も
昔
も

始
業
の
ミ
―
テ
ィ
ン
グ
に

お
い
て
、
上
記
の
「
人
類

光
明
化
運
動
指
針
第
九

条
」
の
文
言
を
部
員
一
同

で
唱
え
て
い
ま
す
。
正
直

私
は
、
長
い
間
こ
の
文
言

を
唱
え
る
こ
と
が
、「
そ

う
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
！
」
と
云
っ
た
、
自
分

の
信
仰
の
自
由
を
縛
り
つ

け
る
厳
し
い
戒
律
の
よ
う

な
響
き
と
し
て
捉
え
、
心

の
内
に
葛
藤
を
感
じ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
迷
妄
か
ら

目
覚
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

機
縁
を
く
だ
さ
っ
た
の

が
、
故
・
楠
本
加
美
野
長

老
で
あ
り
ま
し
た
。

　

私
は
楠
本
長
老
の
最
晩

年
の
十
年
間
、
本
山
で
ご

指
導
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。そ
の
楠
本
長
老
が
、

極
ま
れ
に
研
修
生
の
輪
読

会
の
中
で
、
谷
口
雅
春
先

生
と
の
思
い
出
話
を
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ

の
中
で
一
度
、
楠
本
長
老

が
話
し
の
途
中
で
、

じ
ー
っ
と
固
ま
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
出
来
事
が
あ
り

ま
し
た
。
別
に
涙
を
流
す

訳
で
も
な
く
、
話
し
を
止

め
て
、
た
だ
一
点
を
静
か

に
澄
み
き
っ
た
目
で
見
つ

め
て
い
ら
れ
る
の
で
す
。

私
達
は
そ
の
空
気
の
中
で

息
を
ひ
そ
め
て
い
た
の
で

す
が
、
少
し
す
る
と
何
事

も
無
か
っ
た
よ
う
に
話
し

を
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
と
き
、
そ
の
場
に
い
た

私
達
は
、
楠
本
長
老
が
ど

れ
ほ
ど
谷
口
雅
春
先
生
を

尊
崇
し
、
ま
た
敬
愛
さ
れ

て
お
ら
れ
る
の
か
、
魂
の

奥
底
で
、
そ
の
無
限
の
愛

を
体
感
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
楠
本
長
老
が
、

一
般
練
成
会
の
講
話
の
中

で
必
ず
一
回
、「『
父
母
の

愛
を
求
め
て
』
を
書
き
あ

げ
た
時
、
谷
口
雅
春
先
生

に
お
見
せ
し
た
ら
喜
ん
で

く
だ
さ
っ
て
、『
は
し
が

き
』
を
書
い
て
あ
げ
る
よ

と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん

だ
。
で
も
、
ち
ょ
っ
と
す

る
と
日
本
教
文
社
の
社
長

か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
来

て
、
谷
口
先
生
は
書
か
な

い
と
言
っ
て
い
た
と
連
絡

が
来
て
、
は
て
と
思
っ
て

理
由
を
聞
い
た
ら
、『
父

母
の
愛
を
求
め
て
』
の
文

中
に
、
谷
口
先
生
は
戦
中

に
『
戦
争
に
勝
つ
勝
つ
と

言
っ
て
い
た
の
に
負
け
た

で
は
な
い
か
』
と
い
う
文

章
が
あ
り
、
そ
れ
を
読
ん

だ
ら
書
く
の
を
止
め
た
と

な
っ
た
そ
う
で
す
。ま
あ
、

別
に
僕
の
方
が
頼
ん
だ
訳

で
は
な
い
か
ら
い
い
で
す

け
ど
ね
」
と
、
こ
ん
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
話
さ
れ
る
の

で
す
。

　

私
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
聞
く
度
に
、
な
ぜ
谷
口

雅
春
先
生
の
あ
ま
り
嬉
し

く
な
い
話
を
、
あ
の
楠
本

長
老
が
話
さ
れ
る
の
か
。

私
は
そ
の
意
味
が
理
解
で

き
ず
、
疑
問
で
仕
方
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん

な
あ
る
時
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
話
の
こ
と
を
フ

ト
思
っ
た
そ
の
瞬
間
、「
中

心
帰
一
は
肉
体
で
は
な

い
！
い
の
ち
を
貫
く
神
意

な
の
だ
！
」と
の
叫
び
が
、

私
の
魂
の
内
に
鳴
り
響
い

た
の
で
す
。「
そ
う
だ
！

こ
れ
こ
そ
が
真
の
中
心
帰

一
だ
！
」私
は
そ
の
と
き
、

肉
体
の
総
裁
先
生
へ
対

し
、
肉
体
の
自
分
が
懸
命

に
中
心
帰
一
を
す
る
の
で

な
く
、
総
裁
先
生
を
貫
く

神
意
と
実
相
神
の
子
の
私

の
い
の
ち
と
が
一
つ
と
な

り
、
そ
の
ム
ス
ビ
の
霊
光

が
、
天
地
の
光
と
な
り
放

射
す
る
真
の
中
心
帰
一
に

目
覚
め
た
の
で
す
。

安
ら
ぎ
と
悦
び
の
中
心
帰
一

生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山  

練
成
部  

部
長
代
行  

　
清
　
水
　
志
　
郎

　

私
は
現
在
病
気
で
あ

り
、
自
分
で
は
感
謝
が
出

来
て
な
か
っ
た
夫
に
も
感

謝
で
き
、
生
命
の
実
相
・

聖
経
読
誦
な
ど
一
生
懸
命

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、

な
か
な
か
良
く
な
ら
ず
、

心
を
変
え
た
く
て
参
加
し

ま
し
た
。

　

講
師
の
方
々
の
お
話
は

今
の
私
に
一
番
必
要
な
お

話
ば
か
り
で
、
今
ま
で
自

分
も
素
晴
ら
し
い
神
の
子

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
い
ま
し
た
。
一
度
も

浄
心
行
は
、
た
だ
た
だ
涙

　
父
母
へ
の
感
謝
が
出
来
た

Ｓ
・
Ｙ

自
分
を
誉
め
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
い
ま
現
象
と
し

て
出
て
い
る
も
の
は
気
に

し
な
い
で
、
自
分
を
讃
嘆

し
て
こ
れ
か
ら
生
活
し
て

い
き
ま
す
。
浄
心
行
に
も

感
動
し
て
、
た
だ
た
だ
涙

が
溢
れ
て
き
ま
し
た
。
改

め
て
父
母
へ
の
感
謝
が
出

来
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
ま
で

の
私
は
暗
か
っ
た
の
で
、

明
る
く
素
直
に
感
謝
の

日
々
を
過
ご
し
て
い
き
ま

す
。

　
練
成
会
　
体
験
談

　

私
は
そ
れ
以
来
、
総
裁

谷
口
雅
宣
先
生
の
御
言
葉

や
御
文
章
に
触
れ
る
と

き
、
自
分
の
魂
を
総
裁
先

生
の
い
の
ち
に
融
け
込
ま

し
、「
こ
の
御
言
葉
に
貫

か
れ
て
い
る
神
意
は
何

だ
！
こ
の
御
文
章
に
貫
か

れ
て
い
る
神
意
は
何

だ
！
」
と
、
常
に
永
遠
な

る
神
意
の
光
を
見
出
そ
う

味
わ
お
う
、
そ
し
て
そ
れ

を
必
ず
実
践
し
よ
う
と
い

う
素
直
な
信
仰
者
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
実
践
を
続
け
て
い
る

内
に
、
益
々
と
こ
の
“
中

心
を
貫
く
神
意
の
光
”
こ

そ
が
、
私
達
信
徒
を
幸
福

に
導
く
、
根
源
的
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
あ
る
真
実
を
実
感

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

「
す
べ
て
を
愛
せ
よ
！

一
部
だ
け
で
は
ダ
メ
だ

よ
！
」「
生
か
さ
れ
て
い

る
世
界
を
て
い
ね
い
に
生

き
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
す

べ
て
を
生
か
し
ま
し
ょ

う
！
」
神
意
の
光
が
、
今

日
も
我
が
魂
を
法
悦
に
満

た
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
先
、第
四
代
・

第
五
代
・
第
六
代
…
と
永

遠
に
法
燈
継
承
が
な
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
の
“
中

心
を
貫
く
神
意
”
に
、“
法

燈
継
承
の
永
遠
の
光
の
流

れ
”に
、全
身
全
霊
を
も
っ

て
不
動
の
中
心
帰
一
を

し
、
悦
び
全
開
で
「
自
然

と
共
に
伸
び
る
運
動
」に
、

「
神
の
子
人
間
の
大
真

理
」
の
宣
布
に
、
永
遠
に

邁
進
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

【
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

　

宇
治
の
練
成
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
す
べ
て

の
人
に
感
謝
し
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

「
オ
ー
プ
ン
食
堂
・
活
動
報
告
」

　

宇
治
別
格
本
山
に
お

き
ま
し
て
は
、
今
年
の

一
月
よ
り
毎
月
第
四
日

曜
日
に
「
オ
ー
プ
ン
食

堂
」
を
開
催
し
て
お
り

ま
す
。
開
催
も
十
回
を

超
え
、「
オ
ー
プ
ン
食

堂
」
の
活
動
の
意
義
で

あ
る
「
地
域
の
人
々
と

気
軽
に
つ
な
が
り
を
も

て
る
、
誰
に
で
も
開
放

さ
れ
た
場
所
」
を
提
供

す
る
こ
と
、「
人
々
の

“
心
の
受
け
皿
”
と
な

る
開
か
れ
た
場
を
提
供

す
る
こ
と
を
通
し
て
、

お
互
い
が
声
を
掛
け
合

い
助
け
合
う
社
会
の
再

生
を
目
指
し
て
い
く
」、

そ
の
理
念
の
実
現
に
向

け
、
小
さ
な
一
歩
で
あ

り
ま
す
が
、
よ
う
や
く

形
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。

　

そ
の
「
オ
ー
プ
ン
食

堂
」
で
は
、
毎
回
地
産

旬
産
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
。

心
の
奥
底
ま
で
温
ま
る
よ

う
な
優
し
い
味
に
、
参
加

さ
れ
た
皆
様
も
、
本
当
に

悦
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
参
加
者
の
中

に
は
、「
大
切
な
家
族
に

は
恵
ま
れ
て
い
る
の
だ
け

れ
ど
も
一
緒
に
暮
ら
し
て

い
る
訳
で
は
な
く
、
孤
食

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な

人
と
つ
な
が
れ
る
場
に
お

誘
い
い
た
だ
け
て
、
本
当

に
心
も
身
体
も
満
た
さ
れ

ま
す
」
と
、
仰
っ
て
い
た

方
も
お
り
ま
し
た
。
こ
の

「
オ
ー
プ
ン
食
堂
」
の
活

動
の
尊
さ
が
、
私
達
の
実

感
と
し
て
も
確
実
に
深

ま
っ
て
来
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
、
詳
し
い
情
報

　生長の家宇治別格本山

オープン食堂
令和６年

12月22日日
令和７年

1月26日日、2月23日日、
3月23日日、4月27日日、
5月25日日、6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。

が
掲
載
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
。
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御
先
祖
様
と
共
に
平
和
の
道
へ

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
生
長
の
家
宇
治
別

格
本
山
を
愛
す
る
信
徒

の
皆
様
に
、
心
か
ら
の

祝
福
を
申
し
上
げ
ま

す
。
本
年
が
皆
様
に

と
っ
て
、
健
康
と
希
望

に
満
ち
た
一
年
と
な
り

ま
す
よ
う
願
っ
て
お
り

ま
す
。

　

夏
の
盂
蘭
盆
供
養
大
祭

で
は
、
猛
暑
に
も
か
か
わ

ら
ず
多
く
の
信
徒
の
皆
様

に
ご
参
集
い
た
だ
き
、
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

初
め
て
導
入
さ
れ
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ラ
イ
ブ
配

信
に
よ
り
、
遠
方
の
方
々

に
も
現
地
で
の
祭
祀
の
様

子
を
お
伝
え
で
き
た
こ
と

を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

毎
年
の
盂
蘭
盆
供
養
大

祭
を
通
じ
て
、
生
長
の
家

の
信
徒
の
皆
様
が
御
先
祖

様
、
流
産
児
、
そ
の
他
の

ご
縁
の
あ
る
諸
霊
を
い
か

に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
か

を
実
感
い
た
し
ま
す
。
全

国
か
ら
届
け
ら
れ
る
霊

牌
、
大
祭
の
運
営
の
た
め

に
真
心
を
こ
め
て
ご
奉
仕

く
だ
さ
る
皆
様
、
そ
し
て

参
列
者
全
員
で
総
裁
・
谷

口
雅
宣
先
生
と
白
鳩
会
総

裁
・
谷
口
純
子
先
生
を
盛

大
な
拍
手
で
お
迎
え
し
た

後
に
行
わ
れ
る
厳
粛
か
つ

荘
厳
な
祭
祀
の
様
子
に
、

そ
の
思
い
が
如
実
に
表
れ

て
い
ま
す
。

　
「
魂
の
ふ
る
さ
と
宇
治
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

が
、
宇
治
別
格
本
山
を
訪

れ
る
と
、
い
つ
も
懐
か
し

く
温
か
な
光
に
包
ま
れ
る

思
い
が
い
た
し
ま
す
。
宝

蔵
神
社
の
本
尊
神
霊
で
あ

る
生
長
の
家
大
神
と
そ
の

御
働
き
で
あ
る
、
大
国
主

大
神
、
観
世
音
菩
薩
、
地

蔵
大
菩
薩
、
阿
弥
陀
如
来

の
素
晴
ら
し
い
ご
加
護
と

お
導
き
が
魂
の
奥
底
で
感

じ
ら
れ
ま
す
。
約
七
十
年

の
歴
史
の
中
で
、
大
勢
の

信
徒
の
皆
さ
ん
が
御
先
祖

様
や
流
産
児
、
ご
縁
の
あ

る
諸
霊
に
対
し
て
真
理
の

言
葉
に
よ
っ
て
供
養
さ

れ
、
顕
幽
相
携
え
て
世
界

平
和
の
た
め
に
生
長
の
家

の
運
動
に
全
身
全
霊
で
尽

力
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
今
、
霊
界
か
ら
生
長

の
家
の
運
動
を
守
護
し
協

力
く
だ
さ
る
方
々
と
の
魂

の
つ
な
が
り
が
年
毎
に
拡

大
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
の
で
す
。

　

宇
治
別
格
本
山
で
は
、

二
〇
一
三
年
に
「
自
然
災

害
物
故
者
慰
霊
塔
」
が
新

た
に
建
立
さ
れ
、
日
本
や

世
界
で
発
生
し
た
大
き
な

自
然
災
害
に
よ
っ
て
物
故

さ
れ
た
聖
使
命
会
員
の

方
々
の
慰
霊
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
二
〇

二
一
年
か
ら
は
「
世
界
規

模
感
染
症
物
故
者
追
悼
慰

霊
祭
」
も
執
り
行
わ
れ
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
（COVID-19

）
な

ど
で
物
故
さ
れ
た
聖
使
命

会
員
も
慰
霊
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
二
〇
二

三
年
以
降
の
盂
蘭
盆
供
養

大
祭
で
は
、
生
長
の
家
総

裁
・
谷
口
雅
宣
先
生
が
斎

主
と
な
ら
れ
、
生
長
の
家

白
鳩
会
総
裁
・
谷
口
純
子

先
生
が
ご
臨
席
さ
れ
る

中
、「
自
然
災
害
並
び
に

世
界
規
模
感
染
症
物
故
者

追
悼
慰
霊
祭
」
が
厳
粛
に

執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

よ
う
や
く
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
は
収
ま

り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
自
然
災
害
の
方

は
年
毎
に
激
し
さ
を
増
し

て
い
ま
す
。
昨
年
の
能
登

地
方
に
お
け
る
元
日
の
震

度
七
の
大
地
震
や
九
月
二

十
一
日
の
記
録
的
大
雨
に

よ
る
被
害
は
記
憶
に
新
し

い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ら

の
災
害
は
科
学
者
に
も
予

知
で
き
な
か
っ
た
と
報
じ

ら
れ
て
お
り
、
科
学
の
力

で
自
然
を
支
配
で
き
る
な

ど
と
考
え
る
こ
と
は
大
き

な
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
今
回
の
大
地

震
の
震
源
地
に
近
い
石
川

県
珠
洲
市
で
は
、
か
つ
て

原
子
力
発
電
所
建
設
計
画

が
推
進
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
幸

い
に
も
地
元
の
反
対
運
動

に
よ
り
二
〇
〇
三
年
に
凍

結
さ
れ
ま
し
た
が
、
も
し

宇
治
を
愛
す
る
人
─
─
─
─
─
　115

祥
月
命
日
供
養
祭《
繰
上
げ
日
》の
お
知
ら
せ

＊
新
年
祭
及
び
新
年
祭
準
備
・
後
片
付
け
の
た
め
、

　

年
末
年
始
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
。

　
　

12
月
24
日
〜
27
日
分
→
《
12
月
1
日
（
日
）》

　
　

12
月
28
日
〜
31
日
分
→
《
12
月
８
日
（
日
）》

　
　

１
月
１
日
〜
５
日
分
→
《
12
月
15
日
（
日
）》

　

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

以下の日は、食堂がお休みとなります。

１月１日元日
午前11時〜午後２時まで

（1000杯限定）

11月21日（木）・25日（月）・26（火）

12月2日（月）・9日（月）・18日（水）・24日（火）・25（水）・26（木）

１月１日（水）〜７日（火）

１月１日（水）AM11:00〜PM2：00　雑煮接待

二
〇
二
四
年
九
月
二
十
日

付
【
理
事
】

○
堀
端
芳
樹
殿

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
総
務
・
宮
司
・
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー
宇
治

研
修
所
所
長
）
（
辞

任
）

二
〇
二
四
年
九
月
二
十
四

日
付
【
理
事
代
務
者
】

○
本
間
康
弘
殿

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
総
務
代
行
・
管
理

部
部
長
）
（
新
任
）

二
〇
二
四
年
十
一
月
三
十

日
付
【
理
事
代
務
者
】

○
本
間
康
弘
殿

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
総
務
代
行
・
管
理

部
部
長
）
（
辞
任
） 人

事
異
動

二
〇
二
四
年
十
二
月
一
日

付
【
理
事
代
務
者
】

○
目
等
泰
夫
殿 

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
総
務
・
宮
司
・
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー
宇
治

研
修
所
所
長
）
（
新

任
）

二
〇
二
四
年
九
月
二
十
日

付
【
評
議
員
】

○
堀
端
芳
樹
殿

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
総
務
・
宮
司
・
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー
宇
治

研
修
所
所
長
）
（
辞

任
）

二
〇
二
四
年
九
月
二
十
四

日
付
【
評
議
員
】

○
阿
部
秀
輝
殿 

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
祈
願
部
部
長
）

（
新
任
）

二
〇
二
四
年
十
一
月
三
十

宇
治
別
格
本
山
理
事
・

評
議
員
の
異
動

　
　
　
　
　
　
　
生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山
　
理
事

　
渡
　
辺
　
重
　
孝

日
付
【
評
議
員
】

○
阿
部
秀
輝
殿 

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
祈
願
部
部
長
）

（
辞
任
）

二
〇
二
四
年
十
二
月
一
日

付
【
評
議
員
】 

○
目
等
泰
夫
殿 

　

 

（
生
長
の
家
宇
治
別
格

本
山
総
務
・
宮
司
・
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー
宇
治

研
修
所
所
長
）
（
新

任
） 

【
推
進
員
】

○ 

前
兵
庫
教
区
青
年
会
委

員
長 　

木
村
祐
亮　

殿    

二
〇
二
四
年
十
月
五
日

付
、
宇
治
別
格
本
山
推
進

員
の
委
嘱
を
解
く
。

○ 

兵
庫
教
区
青
年
会
委
員

長 

日
野
す
み
れ  

殿

二
〇
二
四
年
十
月
六
日

付
、
宇
治
別
格
本
山
推
進

員
を
委
嘱
す
る
。

本
山
人
事

【
二
〇
二
四
年
九
月
二
十

四
日
付
】

○ 

堀
端
芳
樹
（
宇
治
別
格

本
山
総
務
・
宮
司
・
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー
宇
治

研
修
所
所
長
）

　

 

宇
治
別
格
本
山
総
務
・

能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
宇

治
研
修
所
所
長
を
免

ず
。

【
二
〇
二
四
年
九
月
二
十

五
日
付
】

○ 

本
間
康
弘
（
管
理
部
部

長
）
昇
格　

　

 

宇
治
別
格
本
山
総
務
代

行
の
兼
務
を
命
ず
。

【
二
〇
二
四
年
十
一
月
三

十
日
付
】

○ 

本
間
康
弘
（
宇
治
別
格

本
山
総
務
代
行
・
管
理

部
部
長
）

　

 

宇
治
別
格
本
山
総
務
代

行
の
兼
務
を
免
ず
。

○
堀
端
芳
樹
（
宮
司
）

　

宮
司
を
免
ず
。

 

【
二
〇
二
四
年
十
二
月

一
日
付
】

○ 
目
等
泰
夫

宇
治
別
格
本
山
総
務
・

宮
司
・
能
力
開
発
セ
ン

タ
ー
宇
治
研
修
所
所
長

を
命
ず
。

雑煮接待のご案内

建
設
さ
れ
て
い
れ
ば
、

福
島
と
同
様
の
苦
難
が

も
た
ら
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に

お
い
て
、
こ
れ
ま
で
宇

治
別
格
本
山
で
供
養
を

受
け
ら
れ
た
諸
霊
も
霊

界
か
ら
全
力
で
生
長
の

家
の
“
新
し
い
文
明
”

の
基
礎
を
築
く
運
動
を

応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。
本
年
も
神
様
、
御

先
祖
様
、
霊
界
に
移
ら

れ
た
生
長
の
家
の
先
達

の
皆
様
か
ら
御
守
護
と

お
導
き
を
い
た
だ
き
、

皆
様
と
と
も
に
人
類
光

明
化
運
動
・
国
際
平
和

信
仰
運
動
に
邁
進
し
て

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま

す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
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令
和
七
年
の
末
一
稲
荷

神
社
初
午
祭
は
、
二
月
六

日
（
木
）
に
執
り
行
わ
れ

ま
す
。

　

伏
見
稲
荷
神
社
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
稲
荷
神

社
由
来
は
、
和
銅
四
年
の

頃
全
国
的
に
季
候
不
順
で

五
穀
の
稔
り
の
悪
い
年
が

続
い
た
、
第
四
三
代
「
元

明
天
皇
」（
げ
ん
め
い
て

ん
の
う
・
女
性
天
皇
）
様

が
、
勅
使
を
名
山
大
川
に

遣
わ
さ
れ
て
祈
請
さ
せ
ら

れ
た
と
き
に
神
の
ご
教
示

が
あ
り
、
山
背
国
の
稲
荷

山
に
大
神
を
祀
ら
れ
た
と

こ
ろ
、
五
穀
大
い
に
稔
り

国
は
富
み
栄
え
た
、
こ
の

祭
祀
さ
れ
た
日
こ
そ
が
和

銅
四
年
の
二
月
初
午
で

あ
っ
た
。

　

別
の
記
録
に
は
、「
積

二
稲
梁
一
有
二
冨
祐
一
」

（
稲
梁
を
積
み
て
冨
祐
有

り
、
意
味
：
米
や
穀
物
を

蓄
え
る
こ
と
で
豊
か
さ
と

幸
せ
が
も
た
ら
さ
れ
た
）

で
あ
っ
た
の
で
、「
用
レ

餅
為
レ
的
」（
餅
を
用
い

て
ま
と
い
と
す
る
、
意

味
：
餅
を
用
い
て
新
し
い

年
の
到
来
を
祝
う
）
し
た

と
こ
ろ
、そ
れ
が
「
白
鳥
」

と
化
し
て
山
の
峰
に
飛
ん

で
ゆ
き
、「
生
レ
子
」（
白

鳥
の
子
が
生
ま
れ
）
或
い

は
稲
が
生
じ
た
の
で
、
そ

の
奇
瑞
に
よ
っ
て
、「
遂

為
レ
社
（
つ
い
に
や
し
ろ

と
な
す
）」
し
た
と
の
伝

承
が
あ
り
ま
す
。

　

前
半
は
、
当
時
の
政
務

と
御
祭
り
を
正
し
く
記
さ

れ
た
も
の
で
、
後
半
は
、

天
皇
の
御
代
に
季
候
不
順

で
稔
り
の
悪
い
年
が
続
い

た
と
書
き
し
る
す
こ
と
し

の
び
ず
、
祭
祀
の
様
子
の

み
を
記
し
た
も
の
と
拝
察

さ
れ
ま
す
。

　

稲
荷
大
神
様
は
一
柱
の

神
で
は
な
く
伏
見
稲
荷
神

社
の
御
祭
神
は
、
本
殿
に

下
社
・
中
社
・
上
社
の
三

社
、
な
ら
び
に
左
右
に
摂

社
の
五
社
が
奉
祀
さ
れ
て

い
ま
す
。
稲
荷
大
神
の
広

大
な
る
ご
神
徳
の
神
名

が
、
下
社
（
中
央
座
）
宇

迦
之
御
魂
大
神
（
う
か
の

み
た
ま
の
お
お
か
み
）、

上
社
（
南
座
）
大
宮
能
売

大
神
（
お
お
み
や
の
め
の

お
お
か
み
）、中
社（
北
座
）

佐
田
彦
大
神
（
さ
た
ひ
こ

の
お
お
か
み
）、
中
社
摂

社（
最
南
座
）四
大
神（
し

の
お
お
か
み
）、
下
社
摂

社
（
最
北
座
）
田
中
大
神

（
た
な
か
の
お
お
か
み
）

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

久
富
稲
荷
神
社
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、
宇
迦

之
御
魂
神
（
う
か
の
み
た

ま
の
か
み
）
様
の
「
ウ
カ
」

と
は
「
貴
い
食
物
」
を
意

味
し
ま
す
。
つ
ま
り
宇
迦

之
御
魂
神
と
は
、「
稲
に

宿
る
神
秘
的
な
精
霊
」
を

表
し
、
五
穀
を
は
じ
め
一

切
の
食
物
を
司
る
神
様
、

生
命
の
根
源
を
司
る
「
い

の
ち
」の
根
の
神
様
で
す
。

宇
迦
之
御
魂
神
は
須
佐
之

男
神（
す
さ
の
お
の
か
み
）

と
神
大
市
比
売
神
（
か
む

お
お
い
ち
ひ
め
の
か
み
）

と
の
間
に
生
ま
れ
た
神
様

で
、
倉
稲
魂
神
と
も
書
き

ま
す
。
兄
神
に
は
「
大
年

神
」
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

稲
荷
大
神
様
の
由
来
・

          

御
神
名
・
御
神
徳

生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山  

祭
司
部  

部
長
代
行

服
　
部
　
信
　
雄

第51回

に
は
、「
稲
荷
大
神
は
稲

生
（
い
ね
な
）
り
ま
す
と

云
ふ
語
源
に
し
て
、
五
穀

豊
穣
萬
物
繁
栄
の
生
成
化

育
（
せ
い
せ
い
か
い
く
）

を
司
（
つ
か
さ
ど
）
り
給

ふ
天
地
（
て
ん
ち
）
創
化

の
神
秘
力
に
ま
し
ま
す
」

と
記
載
さ
れ
て
お
り
ま

す
。

　

生
長
の
家
に
お
け
る
天

地
宇
宙
を
創
造
さ
れ
た
大

神
様
の
四
つ
の
御
徳
（
智

慧
・
愛
・
生
命
・
供
給
）

の
う
ち
、無
限
の
生
命（
豊

穣
）
と
無
限
の
供
給
（
繁

栄
）
を
顕
現
さ
れ
る
神
様

が
稲
荷
大
神
様
で
あ
る
と

拝
察
さ
れ
ま
す
。

　

『
生
活
の
智
慧
365
章
』

二
百
三
十
頁
に
は
、「
人
々

は
金
銭
を
求
め
た
り
、（
中

略
）
健
康
を
求
め
た
り
、

愛
人
を
求
め
た
り
す
る
け

れ
ど
も
、
こ
れ
ら
個
々
の

も
の
は
、
全
体
の
も
の
の

一
部
的
な
断
片
で
あ
っ
て

（
中
略
）全
体
が
既
に『
実

相
世
界
』
に
於
い
て
与
え

ら
れ
て
い
る
の
に
、
人
々

は
そ
の
全
体
が
流
入
す
る

『
心
の
パ
イ
プ
』
と
な
ろ

う
と
し
な
い
で
、
個
々
の

　

こ
の
度
、
初
午
祭
で
孫

の
大
学
合
格
祈
願
を
申
し

込
み
ま
し
た
と
こ
ろ
、
三

月
二
十
二
日
に
孫
か
ら
合

格
し
た
と
の
連
絡
が
あ
り

ま
し
た
。

　

難
易
度
の
高
い
学
科
を

志
望
し
て
い
た
の
で
無
事

孫
が
大
学
に
合
格
し
ま
し
た
！

Ｎ
・
Ｙ

　
教
勢
発
展
・
繁
栄
祈
願
の
お
礼
状

に
合
格
で
き
て
本
当
に
良

か
っ
た
で
す
。

　

今
後
と
も
祈
願
の
と
き

は
末
一
稲
荷
大
神
様
に
ご

祈
願
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

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。

宝蔵神社本尊神霊と
御先祖様のお護りと
お導きのもと、素晴
らしい仲間と共に真
理の実践生活をして
みませんか。
“神の子の善一元の
世界観”を確立する、
かけがえのない機会
となります。

本山にて柿とり献労に取組む様子

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

断
片
を
求
め
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。（
中
略
）
何

よ
り
も
神
を
正
し
く
理
解

し
、
夫
婦
の
心
的
関
係
を

正
常
に
す
る
こ
と
が
、
神

の
供
給
を
受
け
る
主
導
管

（
メ
イ
ン
・
パ
イ
プ
）
を

開
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

毎
朝
末
一
稲
荷
神
社
の

神
前
に
て
、
信
徒
皆
様
の

そ
れ
ぞ
れ
の
末
一
祈
願
が

成
就
し
ま
す
よ
う
、
祝
詞

「（
前
略
）
国
民
（
く
に

た
み
）
各
々
（
そ
れ
ぞ
れ
）

の
受
け
持
つ
使
命
の
智
深

（
さ
と
り
ふ
か
）く
悉（
こ

と
ご
と
）
く
幸
（
さ
ち
）

あ
ら
し
め
給
ひ
て
、
生
長

の
家
の
光
明
思
想
普
及
の

業
（
み
わ
ざ
）
を
弥
益
々

（
い
や
ま
す
ま
す
）
に
進

め
給
ひ
、
子
孫
（
う
み
の

こ
）
の
八
十
続
（
や
そ
つ

づ
）
き
に
至
る
ま
で
五
十

橿
八
桑
枝
（
い
か
し
や
く

わ
え
）
の
如
く
立
ち
栄
え

し
め
給
ひ
、
世
の
為
人
の

為
に
尽
く
さ
し
め
給
へ
と

畏
み
畏
み
も
白
す
」
と
奏

上
し
祈
念
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
末
一
祈
願
書
は
、

毎
年
初
午
祭
か
ら
新
た
に

お
社
内
に
奉
安
し
、
そ
れ

以
前
の
祈
願
書
は
焼
納
し

て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
、
初

午
祭
で
申
し
込
ま
れ
た
祈

願
書
が
、
い
ち
ば
ん
長
く

（
ほ
ぼ
一
年
間
）
末
一
稲

荷
神
社
に
て
祈
願
さ
れ
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

す
。
父
の
須
佐
之
男
神
は

天
照
大
神
の
弟
神
と
し
て

有
名
で
す
が
、
母
の
神
大

市
比
売
神
は
ご
神
名
に

「
市
」
を
も
た
れ
る
よ
う

に
「
市
場
」
や
「
流
通
」

の
神
様
で
、
兄
神
の
大
年

神
は「
大
年（
お
お
と
し
）」

す
な
わ
ち
「
大
稲
（
お
お

と
し
）」
の
神
様
で
、
私

た
ち
が
お
正
月
に
「
年
神

様
を
迎
え
る
」
と
い
う
時

の
「
年
神
様
」
に
当
た
り

ま
す
。

　

宇
迦
之
御
魂
神
は
、「
古

事
記
」
の
大
気
津
比
売
神

（
お
お
げ
つ
ひ
め
の
か

み
）や「
日
本
書
紀
」の
保

食
神（
う
け
も
ち
の
か
み
）

と
同
神
で
、
い
ず
れ
も
五

穀
の
起
源
の
神
さ
ま
と
し

て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

生
長
の
家
宇
治
別
格
本

山
の
末
一
稲
荷
神
社
祝
詞


