
　
宝
蔵
会
の
皆
様
に
は
日
頃
か
ら
宇
治
別
格
本
山
の

諸
活
動
に
、
ご
愛
念
と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
暑
い
夏
も
終
わ
り
、
本
格
的
な

秋
の
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

　
十
月
は
神
無
月
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

全
国
の
八
百
万
の
神
様
が
、
一
部
の
留
守
神
様
を
残

し
て
出
雲
大
社
へ
会
議
に
出
か
け
て
し
ま
う
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
為
、
神
様
が
出
か
け
て
し
ま
う
国
で
は
神
様

が
い
な
い
の
で
「
神
無
月
」、
反
対
に
出
雲
の
国
で

は
神
様
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で「
神
在
月
」

と
い
う
の
で

あ
り
ま
す
。

　
全
国
か
ら

集
ま
っ
た

八
百
万
の
神

様
の
会
議
の

議
題
は
、
人

の
運
命
や
縁

（
誰
と
誰
を
結
婚
さ
せ
よ
う
か
）な
ど
を
話
し
合
い
ま

す
。
そ
の
為
、
出
雲
大
社
は
縁
結
び
の
総
本
山
で
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
来
年
の
天
候
、
農
作
物
や
酒
の

出
来
な
ど
も
話
し
合
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
さ
て
、
十
月
は
ち
ょ
う
ど
五
十
年
前
の
、
昭
和

四
十
六
年
（
一
九
七
一
年
）
十
月
十
四
日
に
、
宇
治

別
格
本
山
の
奥
域
に
、
神
癒
の
社 

入
龍
宮
幽
斎
殿
が

落
慶
し
た
月
で
あ
り
ま
す
。

　
谷
口
雅
春
先
生
は
、
入
龍
宮
幽
斎
殿
の
落
慶
を
祝

福
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
お
話
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
わ
れ
わ
れ
は
人
間
界
の
色
々
の
変
化
に
引
っ

掛
っ
て
、
そ
し
て
、
現
象
界
の
色
々
の
努
力
を
し
て

も
、そ
れ
は
、妄
想
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら

何
事
も
都
合
よ
く
い
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ

わ
れ
は
一
遍
〝
無
〟
の
門
関
を
超
え
て
、
そ
し
て
龍

宮
界
に
入
ら
ね
ば
多
宝
の
世
界
に
達
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
た
め
に
〝
龍
宮
〟
と
書
い
た
扉
が
こ

の
奥
の
院
の
正
面
に
あ
る
。
あ
れ
は
〝
無
〟
の
門
関

の
象
徴
で
あ
り
ま
す
。
龍
宮
と
い

（
次
頁
に
続
く
）

十
月（
神
無
月
）
を
む
か
え
て

生
長
の
家
宇
治
別
格
本
山 

宮
司
・
総
務
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う
の
は
、
こ
れ
は
神
話
で
あ
り
ま
し
て
、
海

の
底
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
海
と
い
う

の
は
、
一
切
の
物
を
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
底
、

即
ち
存
在
の
根
底
の
世
界
で
、
そ
れ
は
神
々

の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
神
々
の
世
界
と
我
々

が
交
通
し
な
い
で
人
間
界
の
色
々
の
現
象
に

引
っ
掛
っ
て
い
る
限
り
は
、
よ
く
し
よ
う
と

思
う
こ
と
が
悪
く
回
転
し
て
い
っ
て
、
そ
し

て
行
き
づ
ま
り
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
。
こ
の
入
龍
宮
幽
斎
殿
が
で
き
ま
し
て
、

そ
し
て
、
多
く
の
政
治
家
達
が
こ
こ
へ
き
て
、

神
想
観
を
修
し
て
、
そ
し
て
、
龍
宮
界
か
ら

無
限
の
知
慧
を
授
か
っ
て
、
政
治
を
行
う
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
き
っ
と
日
本
の
国
は

素
晴
ら
し
い
国
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。」

　
こ
の
よ
う
に
、
神
想
観
の
大
切
さ
を
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。
世
界
の
現
状
は
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
の
拡
大
や
、
異
常

気
象
に
伴
う
様
々
な
災
害
、
国
と
国
と
の
武

力
衝
突
な
ど
の
様
々
な
事
象
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
が
、
毎
日
一
回
は
神
想
観
を
実
修
し
て
、

神
々
の
世
界
と
交
通
し
、
そ
の
叡
智
を
授

か
っ
て
、
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

あ
る
と
合
掌
し
て
受
け
取
ら
し
て
い
た
だ

き
、
感
謝
感
謝
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。」

　
私
た
ち
は
何
か
問
題
や
苦
痛
、
不
幸
に
出

会
っ
た
と
き
、そ
こ
か
ら
逃
げ
が
ち
で
す
。私

は
、
子
供
の
頃
、
お
と
な
し
く
、
友
達
か
ら

嫌
な
こ
と
を
さ
れ
て
も
、
言
い
返
せ
な
い
気

が
弱
い
性
格
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
人
付
き

合
い
が
苦
手
で
し
た
。
そ
ん
な
自
分
の
性
格

が
嫌
で
し
た
。

　
し
か
し
、
母
の
影
響
で
、
生
長
の
家
に
触

れ
、
中
学
生
の
と
き
に
参
加
し
た
練
成
会
で
、

人
間
は
皆
神
の
子
で
完
全
円
満
で
、
悪
い
人

は
い
な
い
、
と
教
わ
り
、
勇
気
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
私
も
神
の
子
で
あ
り
、
苦
手
意
識
を

持
っ
て
い
た
友
達
も
神
の
子
だ
と
思
う
こ
と

が
で
き
、
神
想
観
で
祈
る
よ
う
に
な
っ
た
と

き
、
現
実
の
人
間
関
係
も
改
善
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
し
た
。

　
高
校
生
の
と
き
に
は
、
生
長
の
家
の
会
員

に
も
な
っ
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
学

生
の
と
き
に
は
、
自
ら
、
知
ら
な
い
人
に
も

声
を
掛
け
て
友
達
を
作
っ
た
り
出
来
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
と
接
す
る
こ

　
合
掌
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　『
生
命
の
實
相
』
第
一
巻
六
頁
、十
頁
に
以

下
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。

「
競
争
者
や
苦
痛
や
不
幸
は
、
そ
の
人
の

『
生た
ま
し
い命
』の
生
長
に
は
ぜ
ひ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
迷
妄
の
自
壊
過
程
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

刺
激
や
反
省
資
料
が
あ
る
た
め
に
わ
れ
わ

れ
の
『
生た
ま
し
い命
』
は
反
省
の
機
会
を
与
え
ら

れ
、
浄
化
の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
い
ろ
い

ろ
の
経
験
を
積
ん
で
生
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
こ
の
こ

と
が
信
ぜ
ら
れ
れ
ば
も
う
ど
ん
な
苦
し
み

も
悲
し
み
も
自
己
の
無
限
生
長
の
資
料
と

し
て
い
た
だ
い
た
皆
あ
り
が
た
い
修
行
で

問題が起きたとき神ならどうするか考えよ

す
べ
て
は
生
命
の

生
長
の
機
会

随想

霊
宮
聖
使
命
会
事
務
部 

会
員
課
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を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
れ
も

あ
り
が
た
い

修
行
で
あ
る

と
受
け
取
ら

せ
て
い
た
だ

き
、
生
長
の
糧
と
し
て
い
き
た
く
思
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
で
思
う
よ
う
に
行
動
が
出

来
な
い
時
期
で
、
つ
い
心
が
塞
ぎ
単
調
な
毎

日
で
し
た
。
私
は
心
を
明
る
く
切
り
替
え
た

い
と
、『
日
時
計
日
記
』
の
一
日
の
終
わ
り
に

「
う
れ
し
い
事
が
や
っ
て
来
た
。
楽
し
い
事
が

や
っ
て
来
た
。
あ
り
が
た
い
事
が
や
っ
て
来

た
。
喜
び
事
が
や
っ
て
来
た
。
よ
い
ニ
ュ
ー

ス
が
や
っ
て
来
た
。」
と
毎
日
書
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　
十
日
目
に
御
愛
念
の
あ
り
が
た
い
ペ
ン
字

と
が
苦
手
な
私
が
、
人
と
接
す
る
こ
と
を
仕

事
と
す
る
教
員
を
目
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
ま
さ
に
私
に
と
っ
て
は
、
人
間
関
係
を
学

ぶ
こ
と
が
、
あ
り
が
た
い
修
行
で
あ
り
、
生

命
の
生
長
の
機
会
で
し
た
。

　
教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
、な
か
な
か
、思
う

よ
う
な
授
業
が
で
き
ず
、
自
分
は
本
当
に
こ

の
道
を
続
け
る
べ
き
な
の
か
、
何
度
も
考
え

ま
し
た
。
し
か
し
、
日
々
、
神
想
観
を
す
る

中
で
、
一
つ
の
道
を
十
年
間
は
辞
め
ず
に
続

け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
教

員
生
活
七
年
目
に
し
て
、
授
業
改
善
の
方
法

を
思
い
つ
き
、
実
行
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
生

徒
か
ら
、
高
評
価
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
気
が
つ
け
ば
、
教
員
生
活
も
十
五

年
が
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
環
境
を
卒
業

と
な
り
、
現
在
の
宇
治
別
格
本
山
奉
職
に
至

り
ま
す
。

　
現
在
、
コ
ロ
ナ
と
い
う
未
曾
有
の
経
験

写
経
が
届
き
、
大
変
感
動
致
し
ま
し
た
。
明

る
く
前
進
致
し
ま
す
。
ま
た
、
思
う
だ
け
で

な
く
、
書
く
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
実
感

い
た
し
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
と
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　
一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
が
終
息
し
、
練
成
会

の
再
開
さ
れ
る
時
と
、
皆
様
の
お
幸
せ
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
度
は
『
大
調
和
の
神
示
』
の
ペ
ン
字
写

経
を
お
送
り
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
届
い
た
時
「
何
か
し
ら
？
」
と
開

け
る
と
、
講
師
・
職
員
の
方
々
の
一
筆
一
筆
真

心
込
も
る
貴
重
な
写
経
。
思
わ
ず
「
ひ
ゃ
ー

う
れ
し
い
。
光
が
舞
い
込
ん
だ
、
神
様
が
来

て
く
だ
さ
っ
た
…
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

神の心に一致した願いなら必ず叶えられる

『
大
調
和
の
神
示
』
ペ
ン
字
写
経
の
お
礼
状
［
注 

ペ
ン
写
経
発
送
対
象
者
は
、
令
和
三
年
八
月
号

『
宝
蔵
』
二
部
以
上
購
読
者
の
方
で
す
。］
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う
ち
に
も
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
祝
福
を

も
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
か
ら
。

　
又
、『
大
調
和
の
神
示
』
の
こ
と
で
す
が
、二

年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
が
、
私
の
太
も
も
に

大
き
い
梅
干
し
く
ら
い
の
コ
ブ
が
で
き
ま
し

た
時
に
、
こ
の
神
示
を
真
剣
に
実
行
し
て
約

三
日
間
で
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
写
経
の
『
大
調
和
の
神
示
』
の
字
を
見

た
時
に
、
神
様
が
「
忘
れ
る
で
は
な
い
ぞ
！
」

と
、
注
意
喚
起
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
わ
れ
、

魂
が
〝
ド
キ
ッ
〟
と
し
ま
し
た
。
神
様
が
私

の
心
の
中
に
入
っ
て
見
て
お
ら
れ
る
様
な
気

が
し
た
も
の
で
す
か
ら
…
。

　
日
夜
、
私
達
に
心
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ニ
ュ
ー
ス
で
一
日
が
始
ま
る

中
、
周
り
の
人
達
の
言
動
に
相
づ
ち
を
う
ち
、

日
々
の
生
活
に
お
い
て
も
目
の
前
の
現
象
に

重
き
を
置
き
、
毎
日
行
じ
て
い
た
は
ず
の
神

想
観
も
三
日
に
一
度
、
一
週
間
に
一
度
と
形

だ
け
の
も
の
と
な
り
、
随
分
と
神
様
の
道
か

ら
逸
れ
て
い
る
こ
と
に
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　
い
つ
も
『
宝
蔵
』
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き

有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
此
度
、
八
月
号
と
共

に
写
経
を
頂
戴
致
し
ま
し
て
、
驚
い
た
や
ら
、

嬉
し
か
っ
た
や
ら
感
激
致
し
ま
し
た
。
宇
治

で
拝
読
す
る
の
と
は
ま
た
違
う
深
み
を
感
じ

て
お
り
ま
す
。
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
写
経
し
て
く
だ
さ
っ
た
六
人
の
講
師
・
職

員
の
方
々
は
じ
め
、
宇
治
の
皆
様
の
ご
健
勝

と
ご
発
展
を
祈
念
致
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

激
動
の
時
代
を
乗
り
切
っ
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

　
先
日
『
宝
蔵
』
と
共
に
、宇
治
の
偉
大
な
慈

悲
深
い
講
師
・
職
員
六
名
の
皆
様
よ
り
私
の

た
め
に
実
相
顕
現
・
幸
福
・
健
康
を
祈
願
し
て

『
大
調
和
の
神
示
』
を
写
経
し
、
送
付
し
て
い

た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
有
難
う
ご
さ
い
ま
し

た
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
各
々
の
方
々
が
写
経
し
て
く
だ
さ
っ
て
い

た
そ
の
時
間
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
不
思
議

な
体
験
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
ご
報
告
申

し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
毎
日
テ
レ
ビ
で
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

関
係
上
、「
家
に
居
て
ほ
し
い
」
と
云
っ
て
い

る
の
で
、
私
は
誌
友
会
を
開
催
し
て
い
た
時

に
、
居
間
に
〝
床
の
間
〟
を
つ
く
り
、
谷
口
雅

春
先
生
の
お
書
き
に
な
っ
た
実
相
額
を
掛
け

て
、
そ
の
前
に
机
を
置
き
、
そ
こ
で
真
理
の

書
物
の
拝
読
・
書
き
取
り
な
ど
を
し
て
、
殆

ど
の
時
間
を
こ
の
場
所
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。

　
あ
る
時
、
私
を
祝
福
す
る
念
波
が
何
度
か

押
し
寄
せ
て
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私

は
思
っ
た
も
の
で
す
。「
あ
れ
っ
？
神
癒
祈
願

を
出
し
て
い
た
か
し
ら
？
」
と
。
祈
願
を
出

し
た
時
と
同
じ
よ
う
な
祝
福
の
念
波
が
、
光

の
波
の
よ
う
に
降
り
注
い
で
い
る
よ
う
で
し

た
。
や
っ
と
こ
の
事
だ
と
理
解
出
来
ま
し
た
。

　
神
様
に
愛
さ
れ
、
高
き
魂
の
持
主
で
あ
ら

さ
れ
る
宇
治
の
方
々
の
強
い
ご
愛
念
を
受
け

て
、
私
は
八
十
二
歳
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

コ
ロ
ナ
に
も
罹
ら
ず
、
元
気
で
過
ご
し
て
お

り
ま
す
。

　
生
長
の
家

の
誌
友
の
方

は
本
当
に
幸

せ
だ
と
思
い

ま
す
。
知
ら

ず
知
ら
ず
の

“今” 心の向きを一転せよ 世界が変貌する

S
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て
一
晩
で
な
め
ら
か
に
治
り
、
ビ
ッ
ク
リ
し

ま
し
た
。
腕
に
は
青
ア
ザ
が
大
小
三
カ
所
で

き
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
時
期
の
雨
で
涼
し

い
の
で
、
長
袖
で
カ
バ
ー
し
て
い
ま
す
。
顔

に
傷
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
深
く
感
謝
し
て

い
ま
す
。

　
私
は
ハ
ッ
と
思
い
ま
し
た
。『
大
調
和
の
神

示
』
の
お
陰
様
と
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
い
つ
も
心
に
か
け
て
く
だ
さ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　
祈
念
の
寄
せ
書
き
、
そ
し
て
又
先
立
っ
て

は
『
大
調
和
の
神
示
』
の
直
筆
の
も
の
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
毎
朝
、

仏
前
で
の
『
甘
露
の
法
雨
』
読
誦
と
一
緒
に

拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
先
日
、
娘
婿
の
急
死
が
あ
っ
た
り
で
落
ち

込
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
読
誦
さ
せ
て
い
た

だ
き
安
ら
ぎ
を
得
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
講
師
・
職
員
の
方
々
か
ら
頂
き
ま
し
た
『
大

調
和
の
神
示
』
の
写
経
を
読
ま
せ
て
い
た
だ

き
、
私
も
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
時
、
数

年
前
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
練
成
会
で
は
、

な
か
な
か
心
に
余
裕
が
な
く
周
り
に
目
を
や

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
鮮
明
に
宇
治
道
場
の
調
和
の
澄
み

切
っ
た
光
々
し
い
空
間
の
中
に
自
分
を
見
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
森
の
中
に
鎮
座
の
神
様
・
講
師
の
方
々
の

ご
講
話
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
の
言

葉
と
共
に
た
け
の
こ
掘
り
、
お
茶
摘
み
、
大

拝
殿
の
雑
巾
が
け
の
無
心
の
汗
、
お
い
し
い

お
食
事
、
す
べ
て
の
風
景
が
キ
ラ
リ
と
光
り
、

競
う
も
の
無
く
爽
や
か
に
自
然
に
動
き
機
能

し
て
い
る
不
思
議
な
感
覚
に
な
り
ま
し
た
。

　
書
棚
に
片
付
け
ら
れ
て
い
た
生
長
の
家
の

御
本
・
C
D
・
テ
ー
プ
・
写
真
な
ど
を
取
り

出
し
て
練
成
を
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
頃

の
自
分
を

思
い
起
こ

し
、
中
心

帰
一
・
真

理
の
道
に

引
き
も
ど

り
引
き
も

ど
り
し
な
が
ら
生
活
に
活
か
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
此
の
度
は
心
の
籠
っ
た
『
大
調
和
の
神
示
』

ペ
ン
字
写
経
を
送
付
い
た
だ
き
誠
に
嬉
し
い

限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
練
成
部
の
講
師
・
職

員
の
方
々
の
写
経
を
手
に
し
て
な
ん
と
素
晴

ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
と
恐
縮
し
て
い
ま

す
。「
神
の
子
Ｏ
．Ｓ
の
実
相
顕
現
と
ご
多
幸

と
ご
健
康
の
為
」
に
と
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
宇
治
へ
早
く
行
け
る
日
を
待
っ
て
い
ま
す
。

《
追
伸
》

　
八
月
十
一
日
、
お
盆
準
備
の
為
二
時
間
位
、

家
屋
敷
囲
い
の
除
草
を
草
刈
機
で
作
業
し
ま

し
た
。
終
わ
っ
て
ホ
ッ
と
し
て
し
ゃ
が
ん
で

手
で
草
を
少
々
取
り
フ
ー
と
立
っ
た
時
、
今

ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
め
ま
い
で
転
倒

し
ま
し
た
。
立
ち
上
が
り
、
手
足
の
動
き
を

確
認
し
、
其
後
普
通
の
顔
を
し
て
家
族
に
心

配
さ
せ
る
こ
と
な
く
動
い
て
い
ま
す
。

　
頭
を
打
ち
コ
ブ
が
で
き
、
二
日
目
く
ら
い

に
ゴ
ツ
ゴ
ツ
手
に
感
じ
ま
し
た
が
、
洗
髪
し

正坐調心、実相円満の風光を観よ

O
．
S

F
．
K
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全
国
流
産
児
無
縁
霊

供
養
塔
建
立

　
全
国
流
産
児
無
縁
霊
供
養
塔
は
、
最
初
昭

和
三
十
六
年
八
月
二
十
日
に
檜
ひ
の
き

造
り
の
（
木

製
）
の
塔
で
、
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
檜
製
造

り
は
年
ご
と
に
い
た
み
も
進
み
、
昭
和
四
十

年
十
月
十
四
日
檜
造
り
の
供
養
塔
に
変
わ
り
、

現
在
の
御
影
石
の
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
塔
の
上
に
は
慈
母
観
世
音
菩
薩
の
お
姿
が

優
し
く
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
慈
母
観
世
音

菩
薩
の
優
し
く
威
厳
の
あ
る
眼
差
し
は
、
広

い
境
内
を
見
渡
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

右
手
に
は
愛
ら
し
い
嬰
児
を
抱
か
れ
、
そ
の

左
手
に
は
一
本
の
白
蓮
華
を
持
っ
て
お
ら
れ

る
お
姿
は
、
無
縁
の
流
産
児
の
御
霊
を
守
っ

て
く
だ
さ
る
深
い
愛
を
感
じ
有
難
さ
が
心
に

沁
み
ま
す
。

　
建
立
さ
れ
て
か
ら
六
年
経
っ
た
秋
季
大
祭

の
流
産
児
供
養
祭
の
時
の
こ
と
を
、
谷
口
輝

子
先
生
は
次
の
よ
う
に
御
文
章
に
残
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
　
供
養
塔
の
前
に
八
足
台
を
い
く
つ
か
お

い
て
、
そ
の
上
に
数
多
く
の
牛
乳
瓶
が
並

べ
ら
れ
、
そ
の
左
に
は
子
供
の
好
き
そ
う

な
お
菓
子
が
山
と
積
ま
れ
て
い
た
。
夫
に

私
は
囁
い
た
。

　「
沢
山
の
ミ
ル
ク
で
す
ね
。赤
ん
坊
の
お

祭
り
ら
し
い
で
す
ね
。
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
喜

ぶ
で
し
ょ
う
」

　
祭
り
の
行
事
が
進
み
、
祭
司
が
祝
詞
を

す
。
今
世
で
ど
れ
だ
け
ク
リ
ア
で
き
る
の
か
。

　
先
に
送
っ
て
い
た
だ
い
た
「
全
托
」
の
寄
せ

書
き
も
、
大
事
に
額
に
入
れ
て
い
ま
す
。
勿

論
『
大
調
和
の
神
示
』
も
で
す
。

　
皆
様
、
お
元
気
で
ご
活
躍
く
だ
さ
い
ま
せ
。

　
皆
様
の
心
の
こ
も
っ
た
写
経
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
と
っ
て
も
嬉
し
か
っ
た

で
す
！
感
謝
で
す
。
私
も
『
大
調
和
の
神
示
』

を
さ
ら
し
に
写
経
し
、
愛
行
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
ま
し
た
が
、
今
は
目
が
確
か
で
な
く
、
コ

ピ
ー
し
て
愛
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　『
大
調
和
の
神
示
』
は
私
の
一
生
の
課
題
で

若返りの秘訣は人間は“神の子” と知るにある

W
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日
に
汝
た
ち
の
御
霊
を
こ
の
宝
塔
に
鎮
め
ん

と
し
て
入
魂
の
儀
を
行
は
ん
と　

茲
に
生
長

の
家
総
裁
谷
口
雅
春
汝
た
ち
に
白
さ
く

　

こ
れ
の
宝
塔
の
上
に
は
子
育
て
観
世
音
坐

し
ま
し
汝
ら
流
産
児
を
迎
え　

慈
し
み
育
て

給
う　

而
し
て
縁
あ
り
て 

再
び
地
上
に
生

ま
れ
肉
体
の
生
を
享
け
て
地
上
の
修
行
に
よ

り
て
霊
の
向
上
を
得
ん
と
す
る
者
に
は
適
当

の
母
体
に
宿
し
給
ひ
て
地
上
の
生
を
得
せ
し

め
給
う

　

地
上
の
生
を
受
け
て
よ
り
後
も
観
世
音
菩

薩
は
護
り
給
う

　

夢
疑
う
こ
と
勿
れ　

肉
体
の
父
よ
り
も
母

よ
り
も
棄
て
去
ら
れ　

天
涯
孤
独
と
な
り
し

と
思
ふ
流
産
児
た
ち
よ　

泣
き
悲
し
む
こ
と

を
止
め
よ　

苦
し
み
も
だ
ゆ
る
事
を
休
め
よ　

迷
い
を
去
れ　

迷
い
迷
い
て
汝
ら
の
流
す
涙

は
洪
水
と
も
現
は
れ　

泣
き
叫
ぶ
声
は
暴
風

と
も
な
り
て
戸
を
打
ち
家
を
く
だ
く　

さ
れ

ど
こ
れ
真
の
姿
に
は
あ
ら
ず　

父
を
求
む
る

も
の
よ　

母
を
求
む
る
も
の
よ　

汝
ら
の
真

の
父
母
は
天
地
の
大
神
な
り　

汝
ら
は
神
の

子
な
り　

今
観
世
音
菩
薩
と
し
て
現
れ
て
汝

ら
を
い
つ
く
し
み
育
て
給
う　

目
を
上
げ
て

慈
母
の
光
を
見
よ　

観
世
音
菩
薩
の
御
声
を

あ
げ
終
わ
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
ふ
と
眼

を
上
げ
る
と
、
供
養
塔
の
背
後
の
杉
山
か

ら
、
羽
音
も
さ
せ
ず
、
静
か
に
舞
い
降
り

て
き
た
鳶と
び
の
群
れ
が
あ
っ
た
。
数
え
て
み

た
ら
十
羽
で
あ
っ
た
。
私
は
幼
い
頃
か
ら
、

鳶と
び
は
見
慣
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
飛
ぶ
姿

で
す
ぐ
鳶と
び
と
判
っ
た
が
、
ど
う
も
鳶と
び
と
し

て
は
少
し
小
さ
す
ぎ
る
と
思
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
私
の
背
後
に
掛
け
て
い
た
誰
か
が

「
あ
れ
は
鳶と
び
の
子
供
で
す
」
と
言
わ
れ
た
。

私
は
す
ぐ
に
夫
に
さ
さ
や
い
た
。「
鳶と
び
の
子

供
で
す
っ
て
。」「
流
産
児
の
霊
が
鳶と
び
の
子

供
の
姿
を
し
て
感
謝
に
来
た
の
だ
よ
」
と

夫
は
言
わ
れ
た
。
か
わ
い
い
鳶と
び
の
子
た
ち

は
、
供
養
塔
の
上
空
を
ぐ
る
ぐ
る
舞
っ
て

い
た
が
、
や
が
て
ま
た
杉
山
の
彼
方
へ
姿

を
消
し
た
。

　
子
供
の
供
養
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、

子
供
の

鳶と
び
ば
か

り
が
集

ま
っ
て

く
る
と

は
、
何

と
な
く

神
秘
な
感
じ
を
受
け
、
意
味
深
い
も
の
と

考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
赤
ん
坊
が
鳶と
び
の
子
供

の
姿
で
現
わ
れ
て
、
お
礼
を
言
い
に
来
た
。

本
当
に
そ
う
だ
と
嬉
し
い
と
思
っ
た
。

　
親
の
無
知
の
た
め
に
、
神
を
知
ら
な

か
っ
た
親
の
た
め
に
、
不
自
然
な
手
術
を

受
け
て
殺
さ
れ
た
子
供
た
ち
、
哀
れ
な
子

供
た
ち
が
、み
教
え
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、天

国
で
楽
し
い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
を
思

う
と
、
自
ず
か
ら
微
笑
が
湧
い
て
く
る
。

（『
白
鳩
』
昭
和
四
十
七
年
新
年
号
よ
り
）

　
谷
口
雅
春
先
生
は
御
影
石
で
造
ら
れ
た
現

在
の
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
た
と
き
、
自
ら
斎

主
と
な
ら
れ
て
流
産
児
の
御
霊
に
告
ぐ
る
言

葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
限
界
・

幽
界
を
超
え
て
す
べ
て
の
人
類
を
救
わ
ず
に

は
お
か
な
い
と
い
う
深
い
祈
り
と
愛
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

全
国
流
産
児
無
縁
の
霊
に

　
　
　
　

   

告
ぐ
る
詞（
祝
詞
）

　

此
所
宝
蔵
神
社
の
浄
域
に　

新
し
く
清
き

御
影
石
も
て
宝
塔
を
作
り
成
し　

今
日
の
吉

成功の秘訣は深切を与えるにある

宝　　蔵
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聴
け　

汝
童
子
童
女
た
ち
は
霊
界
に
於
い
て　

す
で
に
高
き
程
度
の
進
化
に
到
達
し　

受
胎

と
胎
児
形
成
の
過
程
を
経
験
し　

尚
高
度
の

進
化
を
求
め
た
る
霊
に
外
な
ら
ず　

汝
た
ち

に
は
肉
体
な
く
苦
し
み
無
く　

悲
し
み
無
く　

只
〃
向
上
あ
る
の
み
な
り　

こ
の
真
理
を
知

ら
し
め
悟
り
に
導
か
ん
が
た
め
の
縁
と
し
て　

供
養
塔
を
建
立
し
こ
こ
に
鎮
め
奉
り
て
慈
母

観
世
音
菩
薩
の
御
守
護
（
み
ま
も
り
）
の
下

に
魂
の
向
上
す
る
学
園
と
な
し　

朝
な
夕
な

に
聖
経
『
甘
露
の
法
雨
』
を
読
誦
せ
ん
と
す　

希
く
は
聖
経
の
真
理
を
受
け
速
や
か
に
真
理

を
識
り
人
工
流
産
せ
し
め
ら
れ
た
る
怒
り　

恨
み
を
放
ち
去
り　

悲
し
み
の
涙
を
お
さ
め

て
誠
の
道
に
進
み
給
ひ　

観
世
音
菩
薩
の
導

き
の
ま
に
ま
に
い
よ
い
よ
高
き
御
位
に
進
み

　
宇
治
市
を
流
れ
る
川
と
し
て
は
、
宇
治
川

が
あ
り
ま
す
が
、
近
郊
を
流
れ
る
川
と
し
て
、

木
津
川
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
木
津
川
の
対
岸

に
京
田
辺
市
が
位
置
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
京
田
辺
市
の
静
寂
な
場
所
の
一
角
に
、

「
酬
恩
庵
一
休
寺
」
が
あ
り
ま
す
。 

　
　

　
元
の
名
は
妙
勝
寺
と
い
わ
れ
て
、
鎌
倉
時

代
に
臨
済
宗
の
高
僧
大
應
国
師
が
建
て
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
元
弘
の
戦
火
で
被
災
し
復

興
さ
れ
ず
に
い
た
が
、
六
代
の
法
孫
に
当
た

る
一
休
禅
師
が
一
四
五
六
年
に
宗
祖
の
遺
風

を
慕
っ
て
再
興
さ
れ
、
師
恩
に
む
く
い
る
意

味
で
「
酬
恩
庵
」
と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　
一
休
禅
師
は
、
名
は
一
休
宗
純
と
い
い
、

室
町
時
代
を
生
き
た
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
禅

僧
で
あ
り
ま
す
。
京
都
生
ま
れ
で
幼
名
は
千

菊
丸
と
よ
ば
れ
、
後
小
松
天
皇
あ
る
い
は
足

利
義
満
の
血
を
引
く
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

六
歳
で
京
都
の
安
国
寺
に
入
門
し
、
周
建
の

名
前
を
授
か
り
ま
し
た
。
幼
い
頃
よ
り
漢
詩

の
才
能
を
開
花
さ
せ
、『
長
門
春
草
』
を
十
三

歳
の
と
き
に
、
十
五
歳
で
は
『
春
衣
宿
花
』

を
著
し
て
い
ま
す
。
一
休
の
名
付
け
親
は
大

徳
寺
の
高
僧
、
華
叟
宗
曇
（
か
そ
う
そ
う
ど

ん
）
で
あ
り
ま
す
。

　
一
休
禅
師
と
云
え
ば
、
と
ん
ち
の
一
休
さ

ん
で
有
名
で
す
。
ア
ニ
メ
の
テ
レ
ビ
番
組
も

給
へ
と
敬
っ
て
白
す

　
今
も
春
夏
秋
冬
、
供
養
塔
の
前
に
は
お
参

り
に
来
ら
れ
た
方
た
ち
の
静
か
な
聖
経
読
誦

の
お
姿
も
見
ら
れ
、
お
供
え
台
に
は
ミ
ル
ク

や
お
菓
子
が
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
　

研修生募集中 !　教えを学ぶ最高の機会 !!

宇
治
探
訪

酬
恩
庵 

一
休
寺

宝　　蔵 No.82
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る
な
と
書
い
て

あ
り
ま
し
た
の

で
、
真
ん
中
を

渡
っ
て
き
ま
し

た
。」と
。
ご
主

人
は
一
休
さ
ん

の
と
ん
ち
に
返

す
言
葉
も
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
の
他
に
も

足
利
将
軍
か

ら
、
び
ょ
う
ぶ

の
虎
を
退
治
し

て
ほ
し
い
と
頼

ま
れ
た
「
屏
風

の
虎
の
話
」
な

ど
多
く
の
と
ん
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま

す
。禅
師
は
こ
こ
で
後
半
の
生
涯
を
送
り
、晩

年
は
八
十
一
歳
で
大
徳
寺
の
住
職
と
な
ら
れ
、

こ
の
寺
か
ら
通
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
文
明
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
八
十
八

歳
の
高
齢
を
以
っ
て
当
寺
に
お
い
て
示
寂
さ

れ
遺
骨
は
当
寺
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
一
休
和
尚
が
ご
臨
終
の
時
、
弟
子
を
枕
元

に
呼
ん
で
「
仏
教
が
滅
び
る
か
、
大
徳
寺
が

放
映
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
話

と
し
て
は
、「
こ
の
は
し
わ
た
る
べ
か
ら
ず
」

が
あ
り
ま
す
。

　
一
休
さ
ん
が
京
都
の
お
寺
で
修
行
を
し
て

い
る
と
き
、
そ
の
お
寺
の
和
尚
さ
ん
の
碁
仲

間
で
大
き
な
お
店
の
主
人
が
い
ま
し
た
。
主

人
は
一
休
さ
ん
に
や
り
込
め
ら
れ
た
こ
と
が

あ
り
、
仕
返
し
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

あ
る
日
主
人
か
ら
「
い
つ
も
お
寺
に
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
の
で
、
和
尚
さ
ん
を
も
て
な

し
た
い
、
一
休
さ
ん
共
々
お
越
し
下
さ
い
。」

と
お
さ
そ
い
が
あ
っ
た
。
和
尚
さ
ん
は
大
喜

び
で
一
休
さ
ん
を
連
れ
て
主
人
の
お
屋
敷
に

向
か
い
ま
し
た
。
立
派
な
お
屋
敷
の
前
に
用

水
が
流
れ
て
橋
が
架
か
っ
て
お
り
、
橋
の
た

も
と
に
立
て
札
が
た
っ
て
い
て
「
こ
の
は
し

わ
た
る
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
読
ん
で
、
和
尚
さ
ん
は
怒
っ
て
「
人

を
招
い
て
橋
を
渡
る
な
と
は
、
ば
か
ば
か
し

い
。
一
休
や
帰
る
ぞ
」と
言
い
ま
し
た
が
、立

て
札
を
な
が
め
て
い
た
一
休
さ
ん
は
、「
和
尚

さ
ま
、
大
丈
夫
で
す
。
参
り
ま
し
ょ
う
」
と

言
っ
て
和
尚
さ
ん
と
一
緒
に
屋
敷
に
入
り
ま

し
た
。
す
る
と
ご
主
人
が
、
一
休
さ
ん
「
橋

を
渡
る
前
に
立
て
札
を
読
ま
ず
に
入
っ
て
き

ま
し
た
な
」
と
聞
き
ま
す
の
で
、「
い
い

え
、
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
渡
り
ま
し
た
」
と

答
え
ま
し
た
。「
そ
れ
じ
ゃ
、立
て
札
に
は

何
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
か
。」と
聞
く
の

で
、「
こ
の
は
し
わ
た
る
べ
か
ら
ず
、
と
あ

り
ま
し
た
」
と
答
え
る
と
、「
で
は
ど
う
し

て
橋
を
渡
っ
て
き
た
の
で
す
か
」
と
ご
主

人
は
一
休
さ
ん
を
や
り
込
め
た
と
思
っ
た

が
、
一
休
さ
ん
は
す
か
さ
ず
、「
は
し
を
渡

和顔愛語すれば浄土現前す

宝　　蔵令和３年10月１日
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先
月
は
、
義
弟
の
神
癒
祈
願
を
し
て
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
月

中
旬
に
無
事
に
手
術
が
終
わ
り
、
元
気
に
退

院
致
し
ま
し
た
。
妹
も
心
か
ら
手
術
成
功
を

祈
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
ご
祈
願
い
た
だ
き

ま
し
た
お
陰
で
、
他
に
も
病
気
が
見
つ
か
り

ま
し
た
が
、
今
で
は
元
気
に
散
歩
を
し
て
過

ご
し
て
い
ま
す
。お
礼
が
遅
れ
ま
し
た
が
、心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
四
月
か
ら
孫
の
安
産
祈
願
を
さ
せ
て
い
た

潰
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
一
大
事
が
生
じ
た

ら
、
こ
の
箱
を
開
け
な
さ
い
」
と
遺
言
を
述

べ
て
、
一
つ
の
箱
を
弟
子
に
手
渡
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
長
い
年
月
が
経
過
し
、

大
徳
寺
の
存
亡
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
が
起

き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も

い
か
な
く
な
り
、
て
ん
や
わ
ん
や
の
毎
日
が

続
い
て
い
た
と
き
に
、
あ
る
弟
子
が
一
休
和

尚
の
遺
言
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
寺
僧
全
員

が
集
ま
っ
て
、
静
か
に
開
け
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。
中
に
入
っ
て
い
た
の
は
一

枚
の
紙
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
書
か
れ
て

い
た
の
は
「
な
る
よ
う
に
な
る
。
心
配
す
る

な
。」と
い
う
一
文
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
禅
師
が
晩
年
を
過
ご
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
「
一
休
寺
」
の
通
称
が
知
ら
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

【
一
休
宗
純
（
い
っ
き
ゅ
う
そ
う
じ
ゅ
ん
）】

　
室
町
時
代
を
生
き
た
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の

禅
僧
。京
都
生
ま
れ
で
幼
名
は
千
菊
丸
。後
小

松
天
皇
あ
る
い
は
足
利
義
満
の
血
を
引
く
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
歳
で
京
都
の
安
国

寺
に
入
門
し
、
周
建
の
名
前
を
授
か
り
ま
し

た
。
幼
い
頃
よ
り
漢
詩
の
才
能
を
開
花
さ
せ
、

『
長
門
春
草
』
を
十
三
歳
の
と
き
に
、十
五
歳

で
は『
春
衣
宿
花
』を
著
し
て
い
ま
す
。
一
休

の
名
付
け
親
は
大
徳
寺
の
高
僧
、
華
叟
宗
曇

※
９
頁
の
一
休
寺
の
写
真
の
内
、
右
下
の
も
の
は

京
都
フ
リ
ー
写
真
素
材
（https://photo53.

com

）
よ
り
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（
か
そ
う
そ
う
ど
ん
）。
一
休
の「「
有
ろ
じ
よ

り 

無
ろ
じ
へ
帰
る 

一
休
み 

雨
ふ
ら
ば
降
れ 

風
ふ
か
ば
吹
け
」
の
言
葉
か
ら
、
華
叟
が
道

号
と
し
て
授
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
生
の
紆
余
曲
折
を
経
て
、
一
四
八
一

年
、
八
十
八
歳
で
病
没
。
一
休
寺
で
静
か
に

眠
っ
て
い
ま
す
。

膀
胱
が
ん
の
手
術
が
成
功

T
．
N   
〈
女
性
〉

〈
神
癒
祈
願
の
お
礼
状
〉

前進の機会は常に“今” ある

ひ
孫
が
誕
生S

．
G   

〈
女
性
〉
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だ
き
ま
し
た
。
お
陰
様
で
無
事
に
ひ
孫
が
誕

生
し
ま
し
た
。
初
産
と
し
て
は
軽
か
っ
た
よ

う
で
、
母
子
と
も
に
健
康
で
す
。
祈
願
の
お

陰
で
、
色
々
と
順
調
で
す
。
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
娘
が
左
足
に
大
怪
我
を
負
い
、
炎
症
に
よ

り
壊
死
し
、
皮
膚
移
植
を
す
る
こ
と
に
な
り
、

神
癒
祈
願
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
お
陰
様
で

炎
症
が
治
ま
り
、
移
植
も
上
手
く
き
れ
い
に

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。退
院
後
は
、元
の
生

活
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
娘
が

明
る
く
前
向
き
に
治
療
に
専
念
し
て
く
れ
た

こ
と
で
す
。
愚
痴
も
こ
ぼ
さ
ず
、
前
向
き
で

い
て
く
れ
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も
有
難
か
っ

た
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

『神癒の社 入龍宮幽斎殿』奉納写経について
　　　　
　神癒の社入龍宮幽斎殿は神想観を実修するための斎殿として昭和 46 年
10 月 14 日に落慶、翌 47 年 4 月から神想観と奉納写経が始まりました。
　『神癒の社 入龍宮幽斎殿』奉納写経とは、入龍宮幽斎殿の写経用紙に祈願
事項を書いて讃歌、聖経等を写経して、入龍宮幽斎殿に奉納していただくも
のです。
　祈願部写経課では写経を受納次第、皆様に受納書をお送りしております。
　入龍宮幽斎殿に奉納された写経は、写経祈願、写経祝福祈念、聖経読誦の
後、入龍宮幽斎殿に仮奉安致します。毎年 12 月に写経奉安式で写経奉安礼
拝殿に奉安されます。毎日、讃歌・聖経の読誦を行っております。
　奉納写経は昭和 47 年～平成 12 年迄は、永久奉安。平成 13 年からは十
年間奉安となっております。
　祈願内容は「神・自然・人間の大調和する世界平和の実現」「生長の家人
類光明化運動・国際平和信仰運動の大発展、講習会の大盛会」「先祖への報
恩感謝の御供養」「家族、親族、縁族、自己の実相顕現、天分使命を通して
一人でも多くの人々のお役に立てますように」、その他「個人の諸々の祈願
成就」「健康祈願」「良縁成就」「志望校合格」「実相顕現」等、自由にお書き
頂くことができます。
　尚、練成部から宝蔵購読者（二部以上購読）の皆様にお届けしている『大
調和の神示』ペン字写経は、『神癒の社 入龍宮幽斎殿』奉納写経とは用紙も
取扱いも違いますので、ご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  祈願部  写経課

皮
膚
移
植
が
成
功

J
．
M   

〈
女
性
〉

毎朝“われ神の智慧と一体なり” と念ぜよ

宝　　蔵
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  練成会は

　令和 3年 10 月

　まで中止です

 
10 月宇治別格本山で行われる行事

  
   11 日 ( 月 )10:00 ～  自然災害物故者慰霊塔月次祭※無参列
   13 日 ( 水 )10:00 ～  宝蔵神社月次祭 (ライブ配信）※無参列
               　　  　全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭※無参列
   19 日 ( 火 )10:00 ～  末一稲荷神社月次祭・精霊招魂神社月次祭※無参列

   
　♦オンラインによる対面個人指導（無料）を行います ♦
　　
　　　　　※ご希望日の 3日前までにはお申し込みください。
　　　　
　　　　時間：9：20 〜 12：00・13：00 〜 16：00         　　 
　　担当講師：長田忍本部講師・清水志郎本部講師・榎本一子本部講師補

　　　　　　　岡田浩二本部講師補・田野靖彦本部講師補

　　　　　　　（担当講師のご希望はお受けできません）

　　　　条件：zoom かメッセンジャーをご自分で繋げられる方

お申込み方法：facebook 生長の家宇治別格本山ページ、または、

　　　　　　　メール rensei@uji-sni.jp へメッセージでお名前（ふりが

　　　　　　　な）・電話番号・ご希望日時をご送信ください。
　　　　　　　担当講師等、こちらより返信いたします。

令和 3年 10 月

再開は
ホームページ・

Facebook・
お電話にて

お問い合わせ
ください

一般練成会
　　　 10 月 13 日（火 )～ 19 日（火）
女性のための練成会           
　　　10 月 29 日（金 )～ 31 日（日）         
短期練成会
　　　 11 月 5 日（金）～　7日（日）

中止

中止

中止

10・11 月練成会案内
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宗教法人生長の家宇治別格本山
京都府宇治市宇治塔の川 32
Tel.0774-21-2151
www.uji-sni.jp/ ISO 14001 認証取得

この印刷物は古紙配合の再生紙を使用し、自然にやさしい大豆油インクで印刷しています。


