
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本
日
は
、
四
阿
山
奥
宮
造
営
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご
奉
仕
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
げ
ま
す
。
皆
様
の
真
心
の
籠
っ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
御
社
、
昔
な
が
ら
の
木
造
で
神 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

威
新
た
に
後
世
に
伝
わ
る
こ
と
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

楽
し
み
に
し
て
い
て
下
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今
回
ご
奉
仕
い
た
だ
き
ま
し
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆
様
の
お
名
前
は
、
奉
書
に
記
入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
、
社
殿
の
中
に
納
め
た
い
と
考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

え
て
お
り
ま
す
。
再
び
四
阿
山
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登
拝
の
際
に
は
、
扉
を
開
け
て
み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
た
だ
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子
孫
代
々
、
皆
様
の
蔭
な
が
ら
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

積
ま
れ
た
徳
を
伝
え
、
山
を
敬
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気
持
ち
、
自
然
と
共
に
生
き
る
心 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
、
未
来
永
劫
受
け
継
が
れ
て
い 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

く
こ
と
を
願
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

私
に
と
っ
て
四
阿
山
は
「
生
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
れ
て
い
る
」
と
感
じ
る
、
神
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
し
て
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

そ
の
深
き
恵
み
は
皆
様
と
の
尊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
御
縁
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
神 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
、
吾
妻
川
、
米
子
川
の
流
れ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
う
に
、
清
く
広
大
な
御
縁
に
感 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

謝
致
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

山
家
神
社
宮
司 

押
森 

慎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

勉
強
っ
ぽ
く
て
す
み
ま
せ
ん
！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

一
応
四
阿
山
の
由
緒
で
す
… 

○
名
前
の
由
来 

四
阿
山
は
水
分
神
（
み
く
ま
り
の
か
み
）
と
し
て
、
広
い

崇
敬
を
受
け
た
御
山
で
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た

『
四
阿
山
縁
起
』
に
は
左
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
こ
の
山
よ
り
流
れ
出
す
川 

滝
沢 

大
明
神
川 

一
致
し
て
加
賀
川
（
神
川
）
と
云
う 

北
の
方
へ
落
る
川
を 

越
川 

と
云
う 

南
へ
落
る
川
は 

上
州
利
根
川 

の
上
な
り 

合
わ
せ
て 

四
流
絶
頂
の
雨 

を
垂
る
と
云
う
」 

そ
の
名
前
の
由
来
に
は
様
々
な
説
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
信

仰
の
面
か
ら
感
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
四
つ
の
川
の
流
れ

に
よ
り
、
裾
野
に
広
が
る
土
地
土
地
に
絶
え
ず
恵
み
を
も
た

ら
し
、
平
穏
な
暮
ら
し
を
支
え
る
こ
と
か
ら
、
四
阿
山
と
呼

ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

〝
四
流
〟
の
〝
四
〟
に
は
四
海
波
静
「
天
下
が
よ
く
治
ま
っ

て
平
和
で
あ
る
／
四
方
の
海
が
波
立
た
ず
に
静
か
な
状
態
に

あ
る
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

 

現
在
で
も
川
の
長
さ
一
位
信
濃
川
二
位
利
根
川
、
流
域
面

積
一
位
利
根
川
三
位
信
濃
川
を
支
え
て
い
る
山
で
あ
り
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
の
命
を
支
え
る
尊
い
御
山
で
あ
り
ま
す
。 
 

実
際
に
そ
の
広
い
信
仰
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
昭
和
初

期
ま
で
奥
宮
に
納
め
ら
れ
て
い
た
鰐
口
は
、
文
安
三
年
（
一

四
四
六
）
に
現
在
の
埼
玉
県
毛
呂
山
町
よ
り
奉
納
さ
れ
た
も

の
で
す
。「
奉
施
入
〝
四
阿
山
〟
御
宝
前
」
と
あ
り 

 

昭
和
三
年
の
記
録
に
は
、
旧
時
五
十
七
ケ
村
、
外
に
佐
久

郡
埴
科
郡
更
科
郡
高
井
郡
水
内
郡
及
び
群
馬
県
の
吾
妻
郡
利

根
郡
一
帯
よ
り
参
拝
者
が
い
た
と
あ
り
ま
す
。 

○
開
山
の
祖 

往
古
、
山
は
神
住
ま
う
と
こ
ろ
と
し
て
立
ち
入
ら
ず
、
神

の
世
界
と
人
の
世
界
と
の
境
を
決
め
お
祭
り
し
て
い
た
こ
と

は
風
土
記
等
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
仏
教
伝
来

に
よ
り
山
へ
登
り
道
が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
養
老
二
年
、

四
阿
山
は
加
賀
の
白
山
を
開
山
さ
れ
た
泰
澄
大
師
の
お
弟
子

さ
ん
の
臥
行
者
（
ふ
せ
り
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ
）
と
呼
ば
れ
た
浄

定
（
き
よ
さ
だ
）
行
者
に
よ
っ
て
登
拝
開
山
さ
れ
、
白
山
比

咩
神
社
の
神
霊
を
勧
請
し
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
こ

の
行
者
さ
ん
、
十
八
年
後
に
箱
根
湯
本
の
温
泉
を
開
い
た
徳

の
あ
る
人
で
す
。
釈
浄
定
坊
（
し
ゃ
く
じ
ょ
う
じ
ょ
う
ぼ
う
） 

○
お
祀
り
し
て
い
る
神
様 

 

明
治
初
年
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
神
送
り
神
迎
え
と
い
う
神

事
が
あ
り
、
地
域
の
伝
承
で
は
六
月
に
は
親
神
様
を
里
宮
か

ら
涼
し
い
奥
宮
へ
送
り
、
子
神
様
を
里
宮
に
迎
え
、
十
一
月

に
は
お
戻
し
す
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
期
の
神
社
取
調
書
に
よ
る
と
、
奥
宮
に
は
東
宮
（
信

州
向
）
西
宮
（
上
州
向
）
の
二
社
が
あ
り
、
そ
の
中
間
に
俗

に
石
積
社
と
称
す
る
太
古
の
建
造
と
云
う
古
洞
が
あ
り
、
こ

こ
は
草
創
の
大
己
貴
（
大
国
主
）
神
を
祀
っ
た
最
古
の
斎
場

で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
東
宮
に
は
伊
邪
那
美
神

を
、
西
宮
に
は
菊
理
媛
神
を
祀
る
と
『
信
濃
奇
勝
録
』
に
は

出
て
い
ま
す
。
山
家
神
社
の
三
柱
の
ご
祭
神
を
は
じ
め
八
百

万
の
神
々
が
鎮
ま
る
空
間
が
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

○
道
中
に
あ
る
石
祠
は
？ 

山
中
に
は
末
社
が
東
の
門
及
び
西
の
門
よ
り
頂
上
に
至
る

間
に
百
二
十
社
あ
り
ま
す
。
創
立
後
よ
り
風
雷
地
震
に
為
損

な
う
も
の
が
多
く
、
安
永
三
年
奥
宮
別
当
松
尾
氏
が
上
野
國

吾
妻
郡
碓
氷
郡
信
濃
國
小
県
郡
埴
科
郡
更
科
郡
伊
那
郡
高
井

郡
等
の
崇
敬
者
、
遠
く
は
播
州
加
古
郡
新
庄
村
の
人
々
の
寄

進
を
受
け
て
石
の
祠
を
全
部
再
建
し
た
寄
進
帳
（
祭
神
・
ご

利
益
等
記
載
）
が
山
家
神
社
宝
物
と
し
て
現
存
し
ま
す
。 

○
山
頂
の
境
内
地 

 

四
阿
山
は
真
田
信
綱
公
昌
幸
公
信
幸
公
が
山
家
神
社
（
白

山
権
現
）
別
当
職
の
安
堵
状
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
白
山
権
現
の
鎮
ま
る
御
山
で
あ
り
ま
し
た
。

時
代
と
と
も
に
官
有
地
等
へ
と
召
し
上
げ
ら
れ
、
現
在
は
山

頂
の
真
田
町
長
十
ノ
原
一
二
七
八
番
地
五
六
五
号
の
三
十
三

坪
が
山
家
神
社
境
内
地
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

五
十
四
代
目
の
宮
司
と 

し
て
の
使
命
は
奥
宮
を
改 

修
し
、
四
阿
山
の
信
仰
を 

伝
え
て
い
く
こ
と
で
す
。 

 

大
河
「
真
田
丸
」
放
映 

の
年
に
、
東
宮
造
営
を
目 

指
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お 

願
い
し
ま
す
。 

 

◆
奉
賛
金
受
付 

一
口 

二
〇
〇
〇
円 

◆
荷
上
奉
仕
募
集 

 

本
年
同
様
の
形
を
検
討 

 

「
御
礼
と
し
て
奥
宮
木
札
守
を
授
与
し
ま
す
」 

 
 

※
造
営
期
間
は
木
札
守
（
奉
賛
金
）
お
気
持
ち
で 

山 

 

家

 慎 

 

聞 

 

  

山家神社社務所 
sanadashrine.com/yamaga 

〒386-2201上田市真田町長 4473 
℡0268(72)5700 

平成２７年６月 
   号 外（は） 

山
家
郷
塾
理
念 

一
、
自
然
の
恵
み
と

祖
先
の
恩
と
に
感
謝

し
、
日
々
お
蔭
さ
ま

の
心
を
以
て
郷
生
の

道
を
歩
む
こ
と 

 

一
、
地
域
の
歴
史
・
文

化
・
伝
統
を
学
び
考

え
今
を
照
ら
し
、
故

郷
の
振
興
と
再
生
を

図
る
こ
と 

 

一
、
永
遠
と
続
く
歴

史
の
中
に
あ
る
今
を

意
識
し
、
祖
先
か
ら

受
け
継
い
だ
モ
ノ
を

守
り
伝
え
る
こ
と 

 

山 
の 
お 
か 
げ 

 

東 
宮 
改 
修 
へ 

四 
流
絶 
頂 
の 
雨

大
正
年
間 

奥
宮
位
置
図
↓ 


