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い
く
ら
言
霊
を
用
い
た
と

て
、
決
し
て
減
る
も
の
で
も
、

損
の
い
く
も
の
で
な
い
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
生
涯
の
う
ち
に
、

で
き
る
だ
け
多
く
善
言
美
詞
を

使
用
し
て
、
そ
の
効
果
を
発
揮

す
べ
き
で
あ
る
。

人
間
が
人
間
を
嫌
う
と
い
う

こ
と
は
、
ぜ
ん
ぜ
ん
変
態
で
あ

る
。
厭
世
家(

え
ん
せ
い
か)

、

偏
見
哲
学
者
な
ど
に
は
、
こ

の
類(

た
ぐ
い)

の
人
が
往
々
あ

る
が
、
こ
れ
は
心
身
の
ど
こ
か

に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
で
す
。

生
が
愉
快
で
あ
り
、
人
が
み

な
親
友
に
見
え
る
の
が
自
然
な

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
大
い

に
言
霊
の
媒
介
に
よ
っ
て
お
互

い
に
睦
び
、
愛
し
合
う
て
行
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

（
『
信
仰
覚
書
』
第
一
巻P245

）

●
善
言
は
善
意
を
喚(

よ)

ぶ

「
ほ
め
ら
れ
て
怒
る
者
は
な

く
、
け
な
さ
れ
て
喜
ぶ
も
の
は

な
い
。
暴
言
悪
語
ほ
ど
人
を
後

悔
せ
し
む
る
も
の
は
な
い
。

先
月
５
月
５
日
み
ろ
く
大
祭
に
、「
報

身
み
ろ
く
神
業
の
足
跡
」
第
３
巻
が
発

刊
さ
れ
ま
し
た
。
事
前
に
注
文
さ
れ
た

方
は
、
お
手
元
に
届
い
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
に
三
河
本
苑
に
関
す
る
記
述
と

し
て
、
日
出
麿
尊
師
さ
ま
の
歌
碑
建
立

の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回

は
、「
報
身
み
ろ
く
神
業
の
足
跡
」
の
発

刊
と
、
尊
師
さ
ま
歌
碑
の
建
立
に
寄
せ

る
思
い
を
お
話
し
し
ま
す
。

ま
ず
１
つ
目
の
「
報
身
み
ろ
く
神
業

の
足
跡
」
の
発
刊
に
寄
せ
る
思
い
で
す
。

大
本
の
ご
神
業
は
、
進
展
段
階
に
応
じ
て

３
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
開
祖
さ
ま
の

法
身
み
ろ
く
神
業
、
二
代
教
主
・
聖
師
さ

ま
の
応
身
み
ろ
く
神
業
、
そ
し
て
三
代
教

主
、
尊
師
さ
ま
以
降
の
報
身
み
ろ
く
神
業

で
す
。
法
身
み
ろ
く
神
業
と
応
身
み
ろ
く

神
業
の
歴
史
書
は
、
大
本
開
教
６
０
年
記

念
事
業
と
し
て
発
刊
さ
れ
ま
し
た
「
大
本

７
０
年
史
」
で
す
。
報
身
み
ろ
く
神
業
の

歴
史
書
は
、
今
回
、
開
教
１
２
０
年
記
念

事
業
と
し
て
発
刊
さ
れ
ま
し
た
「
報
身
み

ろ
く
神
業
の
足
跡
」
で
す
。
そ
の
中
で
も
、

第
１
巻
、
第
２
巻
は
三
代
教
主
さ
ま
の
ご

足
跡
で
、
今
回
発
刊
さ
れ
ま
し
た
第
３
巻

は
四
代
教
主
さ
ま
の
ご
足
跡
で
す
。
今
年

ご
就
任
２
０
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
現

教
主
さ
ま
の
ご
足
跡
は
、
来
年
発
刊

予
定
の
第
４
巻
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。

こ
の
様
に
、
大
本
の
開
教
以
来
の

ご
神
業
の
歴
史
は
、「
大
本
７
０
年
史
」

と
「
報
身
み
ろ
く
神
業
の
足
跡
」
第
１

巻
か
ら
第
４
巻
に
全
て
書
か
れ
て
い
ま

す
。
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
、「
温
故

知
新
」
、
大
本
の
歴
史
を
今
一
度
正
し

く
学
び
、現
代
、報
身
み
ろ
く
神
業
の

道
を
歩
む
私
た
ち
の
使
命
を
深
く

心
に
刻
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
河
本
苑
の
ご
神
業
の
歴
史
に
つ
い

て
は
、
本
苑
設
立
か
ら
２
０
年
ま
で
は

「
三
河
本
苑
２
０
年
記
念
誌
」
を
、
そ
れ

以
降
、
来
年
迎
え
る
５
０
年
ま
で
は
、
今

作
成
中
の
「
三
河
本
苑
５
０
年
記
念
誌
」

を
見
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
来
年
発
刊
し

ま
す
５
０
年
記
念
誌
を
楽
し
み
に
お

待
ち
く
だ
さ
い
。
編
集
メ
ン
バ
ー
は
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
な
が
ら
も
、
精
一
杯
、

努
力
し
て
い
ま
す
。

次
は
お
話
し
し
た
い
２
つ
目
、
尊
師
さ

ま
歌
碑
の
建
立
に
寄
せ
る
思
い
で
す
。

「
報
身
み
ろ
く
神
業
の
足
跡
」
第
３
巻

に
は
、
「
聖
師
さ
ま
の
歌
碑
は
全
国
各
地

に
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
尊
師
さ
ま
の

歌
碑
は
全
国
で
３
基
だ
け
で
、
報
身
み

ろ
く
神
業
の
時
代
の
大
事
な
足
跡
に
な
っ

て
い
る
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
３
基
の

中
の
第
１
号
が
、
昭
和
４
９
年
、
三
河
本

苑
に
建
て
ら
れ
た
歌
碑
で
す
。
高
須
令
三

当
時
本
苑
長
が
「
尊
師
さ
ま
喜
寿
ご
慶

祝
に
、
是
非
、
歌
碑
を
建
立
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。
こ
れ
が
本
苑
信
徒
全
員
の

念
願
で
す
」
と
申
し
入
れ
さ
れ
実
現
し

ま
し
た
。
第
３
巻
に
曰
く
、「
朝
陽
館
建

設
も
、
そ
の
発
端
は
三
河
地
方
の
信
徒

の
言
葉
で
あ
っ
た
。
歌
碑
建
立
も
、
三
代

教
主
・
尊
師
さ
ま
に
「
絶
対
の
信
」
を
寄

せ
る
同
地
の
信
徒
の
思
い
が
結
集
さ

れ

た
も
の
」
と
。
当
代
の
教
主
・
教
主

補
さ
ま
へ
の
「
絶
対
の
信
」
と
聞
い
て
、

三
河
本
苑
２
０
年
記
念
誌
に
書
か
れ
て

い
た
三
河
本
苑
設
立
の
旗
頭
の
言
葉
、

「
主
一
無
適
の
信
仰
」
に
込
め
ら
れ
た

先
人
の
思
い
を
覚
悟
し
ま
し
た
。「
現
教

主
さ
ま
を
通
し
て
、大
神
さ
ま
に
信
仰

の
誠
を
さ
さ
げ
る
」、本
苑
の
先
人
の
お

方
が
築
か
れ
た
道
を
し
っか
り
踏
み
歩

ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、「
報

身
み
ろ
く
神

業
の

足
跡
」
発
刊
に
寄
せ
る
思
い
、「
温
故
知

新
、大
本
の
歴
史
を
正
し
く
学
び
、
今
の

報
身
み
ろ
く
神
業
の
道
を
正
し
く
歩
ん

で
行
き
た
い
」
、
ま
た
尊
師
さ
ま
歌
碑

建
立
に
寄
せ
る
思
い
、「
三
河
本
苑
の

先
人
の
方
々
が
築
か
れ
た
道
、
主
一
無

適
の
信
仰
を
し
っ
か
り
踏
み
歩
ん
で

行
き
た
い
」
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
。

↓

６
月
月
次
祭

本
苑
長
あ
い
さ
つ

加

藤

三

樹

皆
さ
ま
に
は
引
続
き
感
染
防
止
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

三
河
本
苑
だ
よ
り
８月号

２０２１・8 №４７1
(発行者)
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８
月
の
行
事

●
２
２
日(

日)

に
変
更

本
苑
八
月
月
次
祭

・
全
体
会
議

●
２
１
日(

土)

～
２
２
日(

日)

本
部
講
師
葬
祭
研
修
会

(

中
止)

９
月
の
行
事

●
１
９
日(

日)

本
苑
九
月
月
次
祭

・
敬
老
会

●
２
６
日(

日)

宣
伝
使
・
宣
伝
使
に

な
る
た
め
の
研
修
会

霊
界
物
語
を
拝
読
し
ま
す
と
、
「
言

向
け
和
す
」
と
い
う
お
言
葉
が
幾
度
と

な
く
出
て
き
ま
す
。

前
回
の
「
善
言
美
詞
」
に
続
い
て
今

回
は
、「
言
向
け
和
す
」
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
す
。

「
言
向
け
和
す
（
こ
と
む
け
や
わ
す
）」

と
は
ど
う
い
う

意
味
か
？
辞
典
を
引

い
て
も
「
言
向
け
和
す
」
そ
の
も
の
は

載
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
言
向
く
」
と

「
和
す
」
に
つ
い
て
旺
文
社
の
古
語
辞

典
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

【
言
向
く
】
そ
む
い
て
い
る
者
を
説
得

す
る
。
服
従
さ
せ
る
。

【
和
す
】
や
わ
ら
げ
る
。
平
和
に
さ

せ
る
。
帰
順
さ
せ
る
。
と
あ
り
ま
す
。

「
言
向
け
和
す
」
は
古
事
記
に
出
て
来

る
古
い
大
和
言
葉
で
す
。

『
天
照
大
御
神
が
天
孫
（
ニ
ニ
ギ
）
を

高
天
原
か
ら
地
上
に
降
臨
さ
せ
る
時
に

「
地
上
の
荒
ぶ
る
神
々
を
言
向
け
和
し

て
一
つ
に
統
一
し
て
治
め
な
さ
い
」
と
い

う
使
命
を
与
え
た
』
と
あ
り
ま
す
。
武

力
に
よ
る
統
一
は
、一
時
的
・
そ
の
場
し
の

ぎ
的
な
解
決
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

●
肯
定
の
言
霊
、
否
定
の
言
霊

「
人
を
や
わ
ら
げ
睦(

む
つ)

ま
し
む

る
も
の
は
言
霊
で
あ
る
。

言
向
け
和
す

と
は

祭務部より

◆
八
月
月
次
祭
は

お知らせ

八
月
二
十
二
日
で
す

「

」

特
任
宣
伝
使

芝
田
豊
海
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↓

聖
師
曰
く
、「
人
の
面
貌
は
心
の
索
引
で
あ
っ
て
、

人
の
性
格
と
経
歴
の
説
明
図
で
あ
る
」
つ
ん
と
尖
っ
た

節
（
ふ
し
）
の
あ
る
鼻
は
、
攻
撃
性
を
あ
ら
わ
す
。
か
か

る
鼻
の
持
ち
主
は
、
人
と
衝
突
し
や
す
く
、
と
か
く
我

意
を
通
さ
ん
と
す
る
傾
き
が
あ
る
。
鼻
の
先
が
平
ら

た
く
て
、
尖
っ
て
い
る
も
の
は
、
鼻
柱
が
強
く
て
猪
突

す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
全
く
行
き
つ
ま
っ
て
し
ま
う
。

曲
が
り
鼻
の
持
ち
主
は
、
親
分
に
な
り
た
い
、
頭
に
な

り
た
い
と
、
と
か
く
人
の
上
に
な
り
た
が
る
傾
向
が
あ

る
が
、
先
が
曲
が
っ
て
引
っ
込
ん
で
い
る
の
で
、
全
く

だ
め
だ
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
鼻
が
そ
れ
で
あ
る
。
鼻
と
し
て

は
、
小
鼻
が
大
き
い
の
が
、
良
い
鼻
で
あ
る
。

耳
は
後
頭
に
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
い
た
の
が
よ
い
。
こ

れ
は
天
に
聞
く
耳
と
い
っ
て
、一
番
良
い
耳
で
あ
る
。

耳
の
色
が
、
顔
の
色
よ
り
白
い
人
は
、
天
下
に
名
を
顕

わ
す
人
で
あ
る
。
立
っ
て
い
る
耳
は
よ
く
な
い
。
人
の

こ
と
に
聞
き
耳
た
て
る
人
で
、
立
ち
聞
き
な
ん
か
し

た
が
る
傾
向
が
あ
る
。
耳
の
上
の
方
が
立
っ
て
、
か

ぶ
り
か
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
ち
ば
ん

悪
い
。
天
を
ふ
さ
い
で
い
る
の
だ
か
ら
、
神
さ
ま
の
こ

と
な
ど
聞
か
し
て
も
、
こ
う
い
う
耳
の
持
ち
主
に
は
、

ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
耳
朶
（
み
み
た

ぶ
）
の
ふ
く
れ
て
い
る
の
は
福
相
で
あ
る
。

唇
の
厚
き
は
淫
欲
の
深
き
こ
と
を
示
し
、
薄
き
は

お
し
ゃ
べ
り
、
へ
の
字
な
り
に
下
に
向
か
っ
て
曲
が
っ

て
い
る
の
は
、
根
性
の
悪
い
の
を
示
す
。
上
唇
の
出

た
の
は
ち
ょ
か
な
性
質
で
あ
っ
て
、
下
唇
が
出
た
の

は
意
地
悪
の
相
で
あ
る
。
口
は
小
さ
く
て
口
腔
の
広

く
、
大
き
い
の
が
良
い
。
口
が
大
き
く
て
も
、
口
腔
が

大
き
く
広
く
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
つ
づ
く

「人
相
と
そ
の
性
質
」
前
編

特
任
宣
伝
使

松

永

孝

司

「
私
が
朝
食
を
摂
ら
な
い
訳
（
そ
の
１
）

」

た
と
え
大
悪
人
に
し
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
素
質
の
ど
っ
か
に
は
神

を
宿
し
て
い
る
。
善
言
美
詞
は
、

や
が
て
そ
の
神
を
引
き
出
し
て

や
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
相
応

の
理
に
よ
っ
て
、
善
言
は
善
意

を
喚
び
起
こ
し
、
悪
言
は
悪
意

を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
」

（
『
信
仰
覚
書
』
第
二
巻P135

）

●
真
の
善
言
美
詞
で
あ
る
祝
詞
を

「
『
大
本
神
諭
』
、『
霊
界
物
語
』

を
毎
日
い
た
だ
き
、し
っ
か
り
お
腹

に
い
れ
、
真
の
善
言
美
詞
で
あ
る

祝
詞
を
清
い
言
霊
で
日
に
何
度

も
奏
上
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
三
千

世
界
を
祓
い
清

め
、
世
界
中
の

人
々
が
そ
ろ
っ
て
幸
福
に
暮
ら
せ

る
安
心
立
命
の
世
の
中
が
一
日
も

早
く
来
ま
す
よ
う
に
、
と
も
に

祈
ら
せ

て
い
た

だ

き

た

く
存

じ
ま
す
。
」

（
『
教
主
ご
教
示

集

第
一
巻

出
口
紅
五
代
教
主
』

「
開
祖
大
祭
ご
挨
拶
」
平
成
十

五
年
十
一
月
六
日)

わ
た
し
自
身
、
朝
夕
拝
を
し
て

る
中
で
、
心
が
け
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「急
が
な

い
」「焦
せ
ら
な
い
」
「
力
ま
な
い
」

で
祝
詞
に
眼
を
寄
せ
て
祈
る
こ

と
で
す
。

そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
、
自

然

破

壊
、
紛
争
等
、
世
界
に
起
き
て
い

る
こ
と
が
「
大
難
が
小
難
に
」

「
小
難
が
無
難
に
」
な
り
ま
す

様
に
、
善
言
美
詞
を
も
っ
て
「
言

向
け
和
す
」
よ
う
に
祈
り
た
い

と
思
い
ま
す
。

三
河
豊
田
支
部

杉
山

孝

神の家の新築工事も進み、

現在基礎工事が終了して

柱を組むための足場が組

立てられ、いよいよ７月７日

に手斧始祭(ちょうなはじ

めさい)、立柱祭をさせてい

ただくようになりました。

また、役員、機関長様に

ご案内しましたように、７

月24日(土)には上棟祭を

させていただきます。信徒

の皆様にご出席いただく

のが筋ですが、コロナ禍の

中のためご遠慮くださいま

すようお願いいたします。

尚、完成した暁には皆様

とお祝いしたいと思います

のでよろしくお願いいたし

ます。

神の家日記 神の家建設委員会 河 合 恭 久

基礎工事(R3.4.9撮影) 基礎工事(R3.5.29撮影)

私
た
ち
は
朝
食
を
し
っ
か
り
摂

り
な
さ
い
と
、
教
え
ら
れ
て
き
た
も

の
で
す
が
、
実
は
そ
の
歴
史
は
浅

い
の
で
す
。
一
日
三
食
と
い
う
食

習
慣
が
始
ま
っ
た
の
は
西
洋
で
２

０
０
年
た
ら
ず
、
日
本
で
も
江
戸
時

代
後
期
、
元
禄
の
こ
ろ
か
ら
と
さ

れ
、
そ
れ
ま
で
は
二
食
、
昼
と
夜
で

し
た
。
い
ま
調
べ
る
と
「
昔
は
朝

と
夜
の
二
食
」
を
説
く
方
も
み
え

ま
す
が
、
な
ん
の
意
図
が
あ
る
の

や
ら
。
ま
た
、
人
間
の
体
に
本
来

不
要
な
量
の
食
事
を
取
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
、
体
に
不
具
合
が

出
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
よ
う
で

す
。
最
近
で
こ
そ
、
そ
の
事
実
が

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
粗
食

が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、

い
ろ
ん
な
意
味
で
朝
食
を
摂
れ
、

摂
れ
と
言
わ
れ
て
き
て
い
た
の
で

す
。西

洋
で
は
ド
イ
ツ
の
栄
養
学
の

確
立
と
共
に
エ
ジ
ソ
ン
の
発
明
に

よ
り
ト
ー
ス
タ
ー
が
普
及
す
る
頃

と
合
致
し
ま
す
。
朝
パ
ン
を
普
及

す
る
こ
と
で
、
ト
ー
ス
タ
ー
を
売

る
た
め
に
販
売
業
者
が
朝
食
必

要
論
を
提
唱
し
始
め
た
か
ら
で

す
。
日
本
で
も
事
情
は
同
様
で
し

た
。
玄
米
か
ら
白
米
が
普
及
し
始

め
た
頃
に
合
致
す
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
精
米
業
者
の
思
惑
が
あ
っ

た
こ
と
は
明
白
で
し
ょ
う
。

栄
養
学
的
に
も
、
玄
米
に
比
べ
、

栄
養
価
の
低
い
白
米
は
多
く
摂
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

経
済
的
に
最
も
発
展
し
た
元
禄

時
代
だ
か
ら
、
そ
こ
そ
こ
裕
福
な

人
も
増
え
た
こ
と
も
背
景
に
あ

る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
一
日

三
食
に
な
っ
た
経
緯
は
、
恣
意
的

な
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

今
で
す
ら
「
朝
食
の
大
切
さ
」
と

称
し
て
農
林
水
産
省
も
朝
食
推

進
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

朝
食
の
経
済
効
果
は
１
．
５
兆

円
に
も
上
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

「
朝
食
抜
き
」
が
増
え
る
と
、
食

品
業
界
、
薬
品
業
界
、
医
療
業

界
が
経
済
的
に
も
大
打
撃
を
受

け
る
わ
け
で
す
。

朝
食
と
は
直
接
関
係
あ
り
ま

せ
ん
が
、
「
一
日
３
０
品
目
」

な
ん
て
言
葉
も
２
０
０
０
年
に
飛

び
出
し
て
き
ま
し
た
。
な
に
が
起

こ
っ
た
か
と
い
う
と
「
サ
プ
リ
メ

ン
ト
」
な
る
も
の
が
普
及
し
始

め
ま
し
た
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
し

ま
し
た
が
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
何

故
、「
朝
食
を
し
っ
か
り
摂
り
な
さ

い
」
と
言
わ
れ
る
か
、
皆
さ
ん
に
は

お
ぼ
ろ
げ
乍
ら
頭
に
何
か
浮
か

ん
で
き
ま
す
よ
ね
。

英
語
で
説
明
す
る
の
は
と
て
も

簡
単
で
す
。
も
と
も
と
、「
朝
食
」

な
ど
と
い
う
単
語
は
無
か
っ
た
の

で
す
。
夕
食
を
食
べ
て
か
ら
次
の

昼
食
を
食
べ
る
ま
で
の
間
に
「
食

え
」
と
言
わ
れ
て
で
き
た
言
葉
が

「
朝
食
：b

r
e
a
k
f
a
s
t

」
で
す
。

こ
れ
はb

r
e
a
k

とf
a
s
t

の
合
成
語

で
す
。
意
味
は
「
断
食
を
破
る
」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

今
日
は
こ
こ
ま
で
。

「
神
の
国
」
大
正

１
５
年
２
月


