
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
は
な
く
、
人
の
生
活
と
共
に
在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

り
続
け
た
も
の
。
四
阿
山
（
あ
ず 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
や
さ
ん
／
２
３
５
４
ｍ
）
奥
宮 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

例
祭
を
始
め
と
す
る
年
間
祭
事
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

山
家
神
社
に
は
教
理
や
経
典
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ど
の
教
科
書
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自
然
と
人
が
共
に
生
き
た
歴
史
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
え
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

昨
年
奥
宮
二
社
あ
る
内
の
一
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
造
営
し
ま
し
た
。
多
く
の
人
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
ご
協
力
の
も
と
２
０
０
万
円
近 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
奉
賛
金
が
集
ま
り
、
１
ｔ
近
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資
材
を
人
力
で
担
ぎ
上
げ
る
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

が
で
き
ま
し
た
。
一
人
一
人
の
積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
重
ね
に
よ
る
大
き
な
賜
物
で
あ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

り
、
ま
た
そ
れ
は
先
祖
よ
り
続
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

積
み
重
ね
で
も
あ
り
、
未
来
へ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
な
が
っ
て
い
く
「
感
謝
と
祈
り
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
心
で
も
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

な
ぜ
こ
の
山
か
ら
流
れ
出
る
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
神
川
（
か
ん
が
わ
）
と
呼
ぶ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
？
永
遠
と
続
い
て
い
く
〝
歴
史 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
中
の
今
〟
に
、
何
を
伝
え
て
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

く
の
か
…
毎
年
の
変
わ
ら
ぬ
感
謝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
歩
み
を
、
伝
え
て
い
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

身
体
は
辛
い
け
ど
… 

押
森 

慎 

   

養
老
二
（
７
１
８
）
年 

浄
定
行
者
開
山
よ
り 

 
 
 
 

一
三
〇
〇
年
を
む
か
え
ま
す 

 

【
記
念
事
業
】（
計
画
） 

・
奥
（
東
）
宮
造
営
事
業 

・
歩
荷
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集 

・
四
阿
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ほ
か 

（
ご
提
案
く
だ
さ
い
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

「
多
く
の
方
の
ご
協
力
を 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

お
願
い
致
し
ま
す
」 

 

山
に
何
を
求
め
、
何
を
見
る
の
か
、
人
そ
れ
ぞ
れ
自
然
（
神
）

と
の
向
き
合
い
方
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

人
の
世
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
山
は

変
わ
る
こ
と
な
く
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
大
い
な
る
恵

み
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
時
に
厳 

し
く
そ
の
大
き
す
ぎ
る
力
を
顕
し
ま
す
。 

 

山
家
神
社
に
残
さ
れ
て
い
る
真
田
昌
幸
公 

の
朱
印
状
は
何
を
意
味
し
た
の
で
し
ょ
う
？ 

 

今
も
昔
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち 

に
と
っ
て
変
わ
ら
な
い
御
山
の
こ
と
、
開
山 

一
三
〇
〇
年
に
向
け
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

「
四
阿
山
の
樹
木
伐
採
を
制
限
す
る
朱
印
状
」 

   

四
阿
山
語
源
の
説
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
古
よ
り
信
仰
と

し
て
の
御
山
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
を
ぬ
き
に
し
て
語
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。 

此
山
よ
り
流
れ
出
す
川
は
滝
沢
・
大
明
神
川 

 
 
 
 

一
致
し
て
神
川
（
加
賀
川
）
と
云
う 

北
の
方
へ
落
る
川
を
越
川
と
云 

南
へ
落
る
川
は
上
州
と
根
川
の
上
な
り 

合
わ
せ
て
〝
四
流
絶
頂
〟
の
雨
を
垂
る
と
云 

 

四
方
に
軒
を
伸
ば
す
様
に
、
広
い
地
域
に
水
（
恵
み
）
を

分
け
る
神
の
山
。
文
政
十
二
年
の
『
四
阿
山
縁
起
』
に
は
「
東

西
花
童
子
流
一
致
し
て
神
川
と
云
う
。
北
南
流
を
越
川
・
鳥

居
川
と
云
う
。
此
四
流
を
以
て
水
家
柱
太
敷
立
て
、
蒼
生
永

長
の
守
護
神
と
鎮
め
奉
る
…
」
と
真
田
・
須
坂
・
嬬
恋
へ
と

も
た
ら
さ
れ
る
水
の
信
仰
を
伝
え
て
い
る
。 

【
開
山
一
三
〇
〇
年
へ
の
願
い
】 

 

こ
の
四
阿
山
の
核
心
で
あ
る
四
流
の
地
域
一
帯
と
な
り
、

先
祖
か
ら
伝
わ
る
御
山
を
守
り
、
そ
し
て
護
ら
れ
て
次
の
世

代
に
伝
え
て
い
き
た
い
。
あ
ず
ま
や
高
原
ホ
テ
ル
よ
り
の
西

参
道
→
西
花
童
子
（
中
宮
）
→
西
宮
（
上
州
向
）。
鳥
居
峠
よ

り
の
東
参
道
→
東
花
童
子
（
中
宮
）
→
東
宮
（
信
州
向
）。
毎

年
交
互
に
そ
れ
ぞ
れ
の
登
山
道
を
登
り
神
事
を
行
う
形
に
整

え
た
い
。
そ
れ
に
は
東
花
童
子
へ
の
中
宮
の
復
興 

復
興
及
び
嬬
恋
村
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
が 

不
可
欠
で
す
。
相
互
の
連
携
及
び
働
き
か 

け
に
よ
る
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

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 
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    第０１１号 

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 

 

中 
今 

 

一
〇 
三 

年 

四 
阿 
山 
に 
込 

な 
か 
い 
ま 

〇 

開 
山 

四 
阿 
山 

 

 

め 
ら れ 
た 
モ ノ  

 
現埼玉県から奉納 

利根川迄広い信仰 


