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　昭
和
二
十
年
七
月
十
六
日
午
後
十
一
時
頃
か
ら
翌
十
七
日
の
未
明
に
か
け
て
�
二
・

三
日
続
い
た
雨
も
上
が
り
晴
天
と
な
�
た
大
分
地
方
に
米
軍
爆
撃
機
が
襲
�
て
き
ま
し

た
�
本
殿
や
拝
殿
な
ど
境
内
建
物
の
多
く
が
被
弾
に
よ
り
炎
上
�
く
す
ぶ
る
中
�
焼
け

残
�
た
神
楽
殿
に
神
輿
を
据
え
て
御
神
霊
を
奉
遷
し
�
直
後
の
夏
祭
り
を
な
ん
と
か
実

施
し
た
と
記
録
が
残
�
て
い
ま
す
�

　終
戦
を
経
て
�
地
域
の
拠
り
所
と
な
る
氏
神
様
の
御
復
興
を
�
と
一
丸
伍
兵
衛
氏
を

会
長
に
奉
賛
会
を
組
織
し
て
仮

社
殿
の
整
備
に
か
か
り
ま
し
た
�

本
殿
は
別
府
公
園
に
あ
�
た
温

泉
神
社
の
社
殿
を
�
そ
し
て
拝

殿
に
は
幸
い
に
焼
け
残
�
て
い

た
絵
馬
堂︵
旧
拝
殿
︶を
利
用
�
当

時
の
お
金
で
約
三
十
万
円
か
か

り
ま
し
た
が
�
昭
和
二
十
三
年

十
二
月
二
十
七
日
の
遷
座
祭
へ

と
至
り
ま
し
た
�

　そ
の
後
�
戦
災
復
興
事
業
と

し
て
現
在
の
社
殿
が
竣
功
す
る

ま
で
の
二
十
年
間
�
こ
の
仮
社

殿
は
神
前
挙
式
を
始
め
と
し
て
�

大
分
市
民
の
大
切
な
人
生
儀
礼

に
関
わ
る
役
割
を
担
い
続
け
ま

し
た
�
そ
し
て
今
日
�
こ
の
建

物
は
社
殿
東
側
に
神
輿
蔵
・
絵

馬
堂
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
�

春日神社

駐車場
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◎
指
定
車
両
以
外
進
入
禁
止

◎
指
定
方
向
規
制

12
月
31
日
午
後
９
時
よ
り

　１
月
７
日
午
後
３
時
ま
で

12
月
31
日
午
後
11
時
よ
り

　１
月
１
日
午
前
５
時
ま
で

１
月
１
日
午
前
10
時
よ
り

　１
月
１
日
午
後
７
時
ま
で

１
月
２
日
午
前
10
時
よ
り

　１
月
２
日
午
後
７
時
ま
で

１
月
３
日
午
前
10
時
よ
り

　１
月
３
日
午
後
７
時
ま
で

初
詣
の
ご
案
内

　例
年
三
が
日
の
初
詣
参
拝
者
は
約
三
十
万
人
を
数
え
ま
す
�

本
年
も
こ
の
多
く
の
方
々
を
お
迎
え
す
る
べ
く
準
備
に
か
か

り
ま
し
た
�
熊
手
や
福
笹
・
干
支
土
鈴
な
ど
数
多
く
の
縁
起

物
が
あ
る
中
�
社
務
所
内
で
は
神
職
巫
女
が
手
分
け
を
し
て

連
日
破
魔
矢
の
奉
製
作
業
を
行
�
て
い
ま
す
�

　駐
車
場
は
境
内
春
日
公
園
を
開
放
す
る
ほ
か
�
隣
接
の

﹁
フ
レ
ス
ポ
春
日
浦
﹂
も
利
用
で
き
ま
す
が
�
大
晦
日
か
ら

周
辺
の
進
入
路
に
つ
い
て
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
�
ま
た
�
企
業
団
体
等
の
新
年
祈
願
祭
に
つ
い
て
�

電
話
に
て
事
前
予
約
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
�

　例
年
三
が
日
の
初
詣
参
拝
者
は
約
三
十
万
人
を
数
え
ま
す
�

本
年
も
こ
の
多
く
の
方
々
を
お
迎
え
す
る
べ
く
準
備
に
か
か

り
ま
し
た
�
熊
手
や
福
笹
・
干
支
土
鈴
な
ど
数
多
く
の
縁
起

物
が
あ
る
中
�
社
務
所
内
で
は
神
職
巫
女
が
手
分
け
を
し
て

連
日
破
魔
矢
の
奉
製
作
業
を
行
�
て
い
ま
す
�

　駐
車
場
は
境
内
春
日
公
園
を
開
放
す
る
ほ
か
�
隣
接
の

﹁
フ
レ
ス
ポ
春
日
浦
﹂
も
利
用
で
き
ま
す
が
�
大
晦
日
か
ら

周
辺
の
進
入
路
に
つ
い
て
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
�
ま
た
�
企
業
団
体
等
の
新
年
祈
願
祭
に
つ
い
て
�

電
話
に
て
事
前
予
約
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
�

フレスポ春日浦

（臨時駐車場）

出
入
口

出
入
口





国道10号線の中春日交差点から
春日神社に向った場合、
右車線は春日公園内駐車場へ、
左車線はフレスポ春日浦駐車場への
進行となります。

春日神社社務所　☎097（532）5638

問い合わせ
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　殊
の
外
例
年
よ
り
早
く
冬
の
訪
れ
を
感
じ
る
師
走
を
迎
え
て
い
ま
す
�
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
如
何
な
年
の
瀬

を
お
過
ご
し
で
し
�
う
か
�
月
日
が
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
�
つ
い
先
日
寒
さ
で
梅
の
開
花
が
遅
れ
�
心
地
良
い
春
が

待
ち
遠
し
い
と
思
�
て
い
た
の
で
す
が
�
暑
い
夏
が
過
ぎ
�
慌
し
さ
の
中
で
も
う
正
月
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
�

　さ
て
�
こ
の
一
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
�
今
年
は
﹁
古
事
記
﹂
編
纂
千
三
百
年
と
い
う
節
目
の
年
で
あ
り
ま
し
た
�

古
事
記
は
現
存
す
る
日
本
最
古
の
歴
史
書
で
あ
り
�
皇
室
や
国
家
の
起
源
に
関
す
る
話
や
�
神
代
に
お
け
る
天
地
の

始
ま
り
等
が
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
文
章
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
�
こ
の
節
目
の
年
に
あ
ら
た
め
て
日
本
文
化
の
源
と
い
え

る
こ
の
書
を
通
じ
�
日
本
人
の
真
の
魂
を
取
り
戻
す
べ
く
神
話
の
普
及
に
力
を
注
い
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
�

　当
社
と
致
し
ま
し
て
は
�
秋
に
第
五
回
目
と
な
る
皇
居
勤
労
奉
仕
団
を
結
成
し
て
奉
仕
活
動
を
お
こ
な
�
て
参
り

ま
し
た
�
春
先
の
手
術
を
無
事
終
え
ら
れ
た
天
皇
陛
下
と
皇
后
陛
下
お
揃
い
で
の
御
姿
を
拝
し
�
御
会
釈
に
際
し
て

有
難
く
も
本
県
夏
の
大
水
害
の
御
心
配
を
頂
戴
致
し
ま
し
て
�
感
激
そ
し
て
感
謝
の
気
持
ち
に
涙
が
出
そ
う
に
な
り

ま
し
た
�
御
会
釈
の
最
後
に
は
前
回
に
続
き
万
歳
三
唱
先
達
の
栄
に
浴
し
�
団
員
の
代
表
と
し
て
声
高
ら
か
に
真
心

込
め
て
努
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�
ま
た
営
繕
で
は
御
鎮
座
千
百
五
十
年
記
念
事
業
の
継
続
と
し
て
�
春
先
よ
り
社

殿
廻
り
の
改
修
工
事
を
手
掛
け
ま
し
た
�
参
拝
者
の
利
便
を
考
え
て
向
拝
部
分
を
拡
幅
し
て
車
イ
ス
ス
ロ
�
プ
を
設

け
た
ほ
か
�
秋
に
は
儀
式
殿
・
社
務
所
の
破
風
の
装
飾
を
行
う
等
�
新
し
い
年
に
お
参
り
い
た
だ
く
準
備
が
調
�
て

ま
い
り
ま
し
た
�

　来
る
年
は
い
よ
い
よ
国
民
が
本
宗
と
仰
ぎ
奉
る
伊
勢
の
神
宮
で
は
�
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
正
殿
遷
座
の
儀
が
斎

行
さ
れ
ま
す
�
加
え
て
国
民
広
く
ご
神
徳
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
出
雲
大
社
で
も
六
十
年
ぶ
り
の
大
改
修
が
終
わ

り
�
本
殿
遷
座
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
�
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
と
さ
れ
る
こ
の
二
社
で
の
御
遷
宮
が
�
厳
粛
且

つ
盛
大
に
斎
行
さ
れ
ま
す
こ
と
を
皆
様
共
々
願
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
し
�
こ
の
慶
賀
の
年
が
氏
子
崇
敬
者
皆
さ
ま

方
に
と
り
ま
し
て
輝
か
し
き
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
�
歳
末
号
発
刊
の
挨
拶
と
致

し
ま
す
�

祭
典
祭
典
ご
よ
み

年
末
か
ら
春
に
か
け
て
執
り
行
わ
れ
る
恒
例
祭
で
す
�

天
皇
陛
下
の
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
祭
典
で
す
�
巫

女
舞
﹁
豊
栄
舞
﹂
を
奉
納
し
ま
す
�

天
長
祭

十
二
月
二
十
三

日

一
年
間
を
締
め
く
く
り
�
罪
穢
れ
を
祓
�
て
清
々
し

く
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
祭
典
で
す
�

大
祓
式
・
除
夜
祭

十
二
月
三
十
一

日

元
旦
に
あ
た
り
�
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
繁
栄
�
氏

子
崇
敬
者
の
幸
せ
を
お
祈
り
し
ま
す
�

歳
旦
祭

一
月

　一
日

日
本
の
国
の
誕
生
を
祝
う
祭
典
で
す
�
雅
楽
の
伴
奏

で
国
歌
を
斉
唱
し
ま
す
�

紀
元
祭

二
月
十
一
日

本
殿
の
西
側
に
鎮
座
す
る
お
稲
荷
さ
ん
の
例
祭
で
す
�

初
午
祭
︵
摂
社
　稲
荷
神
社
︶

二
月

　九
日

本
来
は
農
耕
儀
礼
に
基
づ
く
お
祭
り
で
す
が
�
今
日

で
は
稲
作
の
み
な
ら
ず
殖
産
工
業
す
べ
て
に
亘
�
て
�

こ
の
一
年
間
の
恵
み
を
願
う
祭
典
で
す
�

祈
年
祭

二
月
十
七
日

春
の
大
祭
の
う
ち
�
前
日
祭
で
す
�
二
日
間
に
わ
た

り
庄
内
神
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
す
�

春
季
大
祭
宵
祭

四
月
十
二
日

神
社
で
一
番
重
要
な
祭
典
で
す
�
神
社
本
庁
か
ら
の

献
幣
使
を
迎
え
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
�

例

　祭

四
月
十
三
日

昭
和
天
皇
の
御
誕
生
日
に
あ
た
り
�
御
聖
徳
を
仰
ぐ

祭
典
で
す
�

昭
和
祭

四
月
二
十
九

日

本
殿
東
側
に
鎮
座
す
る
こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
の
例
祭
で
す
�

摂
社
金
比
羅
社
祭

五
月

　一
日

鈴緒の奉納 千百五十年祭記念
社殿の飾り金具取り付けを実施

ト

ピックス

　御本殿向拝に二本の鈴緒が取り付けられ

ていますが、現在のものが二十年を経過し

て傷んできたことから、此の度、お正月に

向けて取り替えられました。奉納されたの

は㈲ミリオン美容室会長の甲斐千代子様と

藤原塗装㈱並びに大分ビル管理㈱社長の藤

原忠和様です。甲斐様は前回に続いて、藤

原様は御尊父様の御意志を引き継いで、と

いずれも永年にわたって格別にご崇敬をお

寄せ頂いています。

蓬莱雅楽会の活動から

　本年が日本・モンゴル外交関係樹立四

十周年にあたることから、その記念事業

のひとつとして、大分人材育成・地域文

化交流協会の主催により「人と自然が共

生した潤いと活力のある地域創造　交流

ステージイン大分」が十二月二日に開催

され、本会と宇佐神宮とで舞楽「陵王」

を演奏しました。会場である別府ビーコ

ンプラザ　フィルハーモニアホールは、

日・モ双方の全権大使や多くの観客でう

められ、日本側の演目として、宇佐神宮

鎮疫祭（御心経会）で毎年舞われる「陵

王」を、本会の全面的な演奏で披露した

のに続き、主催者による式典や記念講演、

そして馬頭琴などを織り交ぜたモンゴル

の歌や演奏が行われ、両国の文化交流の

場となりました。

　式年祭を斎行した昨年、記念事業として御本殿内格天

井の藤絵彩色を行いましたが、時間的な都合により先送

りとなっていた儀式殿ならびに社務所玄関の飾り金具の

取り付けを、一年遅れではありますが此の度実施致しま

した。

　本年春には御本殿前の石段拡幅と車椅子用のスロープ

を設置したことで、ゆったりとした社殿周りの景観向上

とともに、七五三を始めとした参拝者が集中する場合で

の安全性と利便性、また何より高齢者のお参りに大変好

評を頂いています。今回、一連の境内整備事業である破

風金具や六葉金具の取り付けにより、春日の杜に包まれ

た各社殿の美しさが増して、いっそうおごそかな佇まい

となりました。
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春
日
敬
神
婦
人
会

　副
会
長

　平
野

　邦
子

　去
る
十
月
三
十
一
日
と
十
一
月
一
日
の
二
日
間
�
格
好
の

秋
日
和
に
恵
ま
れ
て
�
第
六
十
三
回
全
国
敬
神
婦
人
大
会
が

京
都
で
開
催
さ
れ
�
大
分
県
か
ら
私
た
ち
春
日
敬
神
婦
人
会

の
会
員
六
名
が
参
加
し
て
ま
い
り
ま
し
た
�

　会
場
と
な
�
た
国
立
京
都
国
際
会
館
に
は
全
国
か
ら
千
八

百
余
名
が
出
席
�
開
会
に
先
立
ち
芸
奴
さ
ん
三
十
名
に
よ
る

﹁
手
打
ち
﹂
で
盛
大
に
お
迎
え
頂
き
ま
し
た
�
式
典
で
は
﹁
国

歌
斉
唱
﹂
や
﹁
敬
神
生
活
の
綱
領
﹂
に
続
き
�
全
国
敬
神
婦

人
会
長
の
北
白
川
慶
子
様
か
ら
式
辞
が
述
べ
ら
れ
た
の
ち
�

ご
来
賓
の
祝
辞
を
頂
き
ま
し
た
�
そ
し
て
資
料
に
基
づ
い
て

の
議
事
が
事
務
局
に
よ
�
て
進
め
ら
れ
て
無
事
に
閉
会
と
な

り
ま
し
た
�

　夕
方
か
ら
の
懇
親
会
で
は
�
ま
ず
芸
奴
さ
ん
の
﹁
紅
葉
売
﹂

と
舞
妓
さ
ん
の
﹁
祇
園
小
唄
﹂
の
清
興
が
あ
り
�
神
社
本
庁

総
長
の
ご
挨
拶
の
も
と
に
宴
が
始
ま
り
ま
し
た
�
和
や
か
な

雰
囲
気
の
中
�
各
テ
―
ブ
ル
に
は
芸
奴
さ
ん
と
舞
妓
さ
ん
が

回
�
て
く
れ
ま
し
た
が
�
そ
の
中
に
別
府
出
身
と
い
う
十
八

歳
の
舞
妓
さ
ん
が
お
ら
れ
て
話
も
は
ず
み
�
よ
り
い
�
そ
う

楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
�

　二
日
目
は
石
清
水
八
幡
宮
へ
�
麓
か
ら
ケ
�
ブ
ル
カ
�
に
乗
�
て
参
拝
し
ま
し
た
�
神
職
の
ご
案
内
が
あ
り
�

江
戸
時
代
の
伝
説
の
名
工
左
甚
五
郎
の
作
と
言
わ
れ
る
猿
の
彫
刻
を
拝
見
�
そ
の
後
松
花
堂
庭
園
を
散
策
�
こ
こ

は
松
花
堂
弁
当
発
祥
の
地
で
あ
り
昼
食
を
頂
き
ま
し
た
�
午
後
か
ら
は
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
に
も
立
ち
寄
り
ま

し
た
が
�
修
復
中
の
為
に
建
物
を
目
に
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
�
紅
葉
に
は
少
し
早
か
�
た
の
で
す
が
�

二
日
間
な
が
ら
秋
の
京
都
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
�
今
回
の
大
会
参
加
を
通
じ
て
�
伝
統
と
文
化
に
あ
ふ

れ
た
京
都
�
ひ
い
て
は
日
本
の
美
し
さ
を
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
す
�

︵
こ
の
報
告
文
は
大
分
県
神
社
庁
報
第
十
一
号
に
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
︶

　

全
国
敬
神
婦
人
大
会
に
参
加
し
て

　神
社
本
庁
辞
令

　
　
　
　
　
　
　
　友

　岡

　郁

　夫

　
　春
日
神
社
権
禰
宜
を
免
ず
る

　
　
　

　
　︵
西
宮
市
熊
野
神
社
権
禰
宜
に
転
出
︶

　
　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　青

　井

　宏

　之

　
　春
日
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

　
　
　

　
　︵
日
進
市
白
山
宮
権
禰
宜
よ
り
転
入
︶

　
　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
付

　神
宮
司
庁
表
彰

　○
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
四
十
周
年
記
念
表
彰

　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
九
月
十
七
日
付

　
　宮

　
　司

　
　宮

　本

　
　
　之

　
　責
任
役
員

　
　丸

　尾

　啓
一
郎

　大
分
県
神
社
庁
大
分
支
部
長
表
彰

　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日
付

　○
二
十
年
勤
続
表
彰

　
　責
任
役
員

　
　川

　崎

　安

　太

　
　総

　
　代

　
　秡

　川

　信

　彦

　○
十
年
勤
続
表
彰

　
　総

　
　代

　
　森

　
　
　
　
　孝

　︵
恵
美
須
社
︶

　
　総

　
　代

　
　森

　
　
　裕

　英

　︵
恵
美
須
社
︶

　
　総

　
　代

　
　佐

　藤

　臻

　司

　︵
王
子
神
社
︶

表

　彰

人

　事

表

彰
・

人

事

　奉
仕
一
日
目

　皇
太
子
様
の
御
会
釈
と
デ
ィ
ナ
ー
ク
ル
ー
ズ

　勤
労
奉
仕
は
四
日
間
の
日
程
で
行
わ
れ
ま
す
が
�
そ
の
内
一
日
は
赤
坂
御
用
地
で
の
奉
仕

と
な
り
ま
す
�
今
回
は
初
日
が
そ
の
日
に
な
�
て
い
ま
し
た
の
で
�
少
し
早
め
の
五
時
四
十

分
に
は
起
床
し
七
時
二
十
分
に
出
発
し
ま
し
た
�
秋
の
園
遊
会
を
控
え
て
準
備
の
進
む
中
を

担
当
の
職
員
さ
ん
の
案
内
を
受
け
な
が
ら
赤
坂
御
苑
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�
そ
の
後

の
奉
仕
作
業
で
は
�
東
京
か
ら
参
加
し
た
大
学
生
の
団
体
と
一
緒
に
清
掃
作
業
を
行
い
ま
し

た
�
若
い
人
た
ち
の
き
び
き
び
と
し
た
動
き
に
つ
い
て
行
く
の
は
な
か
な
か
大
変
で
し
た

が
�
引
�
張
ら
れ
る
よ
う
に
こ
ち
ら
も
奉
仕
の
手
に
力
が
入
り
ま
し
た
�
ま
た
�
彼
ら
の
立

ち
居
振
る
舞
い
も
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
�
ま
だ
日
本
に
も
礼
儀
正
し
い
さ
わ
や
か
な
若
者

達
が
大
勢
い
る
の
だ
と
大
変
う
れ
し
く
又
�
た
の
も
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
�
休
憩
所
に
て

の
昼
食
の
さ
な
か
に
突
然
大
雨
と
な
り
�
午
後
か
ら
の
作
業
を
心
配
し
ま
し
た
が
�
開
始
時

間
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
雨
も
上
が
り
�
日
頃
の
行
い
の
良
さ
の
表
れ
と
う
れ
し
く
思
い

ま
し
た
�
午
後
に
は
同
日
か
ら
参
加
の
四
団
体
と
共
に
皇
太
子
殿
下
の
御
会
釈
を
賜
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
�

　初
日
の
奉
仕
も
無
事
に
終
わ
り
�
夕
食
は
東
京
湾
で
の
船
上
デ
�
ナ
�
ク
ル
�
ズ
�
小
雨

の
降
る
中
で
し
た
が
�
船
上
か
ら
見
る
幻
想
的
な
東
京
の
夜
景
と
�
今
年
開
通
し
た
ば
か
り

の
通
称
恐
竜
橋
と
も
呼
ば
れ
る
東
京
ゲ
�
ト
ブ
リ
�
ジ
を
く
ぐ
り
な
が
ら
見
上
げ
る
迫
力
を

肴
に
�
お
酒
も
食
事
も
美
味
し
く
頂
き
な
が
ら
�
夢
の
よ
う
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
�

　奉
仕
二
日
目

　宮
殿
な
ら
び
に
長
和
殿

　二
日
目
か
ら
は
い
よ
い
よ
皇
居
で
の
奉
仕
活
動
と
な
り
�
こ
の
日
は
宮
殿
周
辺
の
清
掃
活

動
を
行
い
ま
し
た
�
テ
レ
ビ
な
ど
で
よ
く
見
る
長
和
殿
の
大
き
さ
に
驚
き
�
宮
殿
周
辺
の
庭

園
の
美
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
な
が
ら
�
こ
の
場
で
奉
仕
で
き
る
喜
び
を
か
み
し
め
つ
つ
作
業

を
進
め
ま
し
た
�
日
頃
�
歩
く
こ
と
も
少
な
く
な
�
て
き
た
体
は
�
こ
の
夜
半
あ
た
り
よ
り

疲
れ
と
痛
み
を
感
じ
る
様
に
な
り
ま
し
た
が
�
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
目
に
か
か
れ
る
事
を

楽
し
み
に
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
�

　奉
仕
三
日
目

　吹
上
御
所
で
の
奉
仕

　三
日
目
は
�
皇
居
の
さ
ら
に
奥
へ
進
み
吹
上
御
苑
で
の
奉
仕
で
し
た
�
休
憩
所
と
な
�
て
い

た
窓
明
館
か
ら
奉
仕
場
所
へ
の
移
動
は
当
然
徒
歩
な
の
で
す
が
�
広
大
な
皇
居
内
は
自
然
も

豊
か
で
�
ま
る
で
山
中
に
分
け
入
�
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
す
ら
覚
え
ま
し
た
�
今
回
が
初
め

て
の
参
加
で
し
た
の
で
�
ど
の
よ
う
な
場
所
で
奉
仕
活
動
を
行
う
の
か
余
り
分
か
�
て
い
な

か
�
た
の
で
す
が
�
こ
の
日
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
住
ま
い
で
も
あ
る
御
所
の
間
近
ま
で

案
内
し
て
頂
い
た
の
で
�
ひ
と
き
わ
緊
張
し
な
が
ら
の
奉
仕
活
動
と
な
り
ま
し
た
�
う
�
そ

う
と
し
た
木
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
�
道
路
や
側
溝
の
落
葉
�
小
枝
な
ど
の
清
掃
作
業
が

感
激
の
皇
居
勤
労
奉
仕　は

じ
め
に

　春
日
神
社
で
は
以
前
よ
り

総
代
�
敬
神
婦
人
会
な
ど
神

社
関
係
者
か
ら
参
加
者
を

募
�
て
隔
年
で
皇
居
の
勤
労

奉
仕
を
行
な
�
て
き
ま
し
た

が
�
本
年
は
そ
の
開
催
年
に

あ
た
り
十
月
二
十
二
日
か
ら

二
十
七
日
ま
で
の
日
程
に

て
�
奉
仕
団
二
十
一
名
の
参

加
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
�
今

回
で
五
回
目
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
�
私
は
初
め
て
参
加

を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�

　出
発
は
午
後
か
ら
で
し
た

が
�
成
功
が
約
束
さ
れ
た
か

の
よ
う
な
晴
天
に
恵
ま
れ
�

期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
な
が

ら
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し

た
�
春
日
神
社
か
ら
大
分
空

港
�
飛
行
機
に
て
羽
田
空
港

へ
向
か
い
ま
し
た
�
再
度
バ

ス
に
乗
り
換
え
る
頃
に
は
日

も
暮
れ
は
じ
め
�
大
都
会
東

京
の
夜
景
を
楽
し
み
な
が
ら

宿
に
到
着
�
結
団
式
を
行
い

翌
日
か
ら
の
奉
仕
活
動
に
思

い
を
は
せ
な
が
ら
床
に
つ
き

ま
し
た
�

春
日
神
社
総
代

　後

　藤

　則

　義



社
報
社
報４社

報５

春
日
神
社
氏
子
青
年
会

　津

　末

　和

　剛

春
日
神
社
研
修
旅
行
に
参
加
し
て

中
心
で
し
た
�
さ
す
が
に
紙
く
ず
や
チ
リ
な
ど
は
無

く
�
砂
利
道
の
清
掃
で
は
京
都
は
龍
安
寺
�
枯
山
水

の
石
庭
の
手
入
れ
よ
ろ
し
く
�
陛
下
が
初
め
に
歩
か

れ
る
事
を
思
い
願
い
つ
つ
心
を
込
め
て
目
立
て
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
�

　ま
た
移
動
の
際
に
は
�
宮
中
三
殿
に
参
拝
し
�
天

皇
陛
下
が
御
田
植
え
を
さ
れ
る
水
田
や
皇
后
陛
下
御

給
桑
の
桑
畑
を
見
学
し
�
大
道
庭
園
で
は
徳
川
三
代

将
軍
ゆ
か
り
の
﹁
五
葉
松
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
由
緒

あ
る
盆
栽
の
数
々
を
ご
案
内
を
頂
き
ま
し
た
�
皇
室

と
日
本
の
悠
久
の
歴
史
に
思
い
を
は
せ
る
と
と
も

に
�
両
陛
下
の
深
い
お
心
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ

と
の
出
来
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
�

　さ
ら
に
こ
の
日
は
奉
仕
終
了
後
に
国
会
議
事
堂
を

見
学
�
盛
り
だ
く
さ
ん
の
研
修
に
疲
れ
も
忘
れ
て
た

だ
た
だ
驚
き
と
感
心
の
連
続
で
し
た
�

　奉
仕
四
日
目

　天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
会
釈
に
感
激

　四
日
目
は
奉
仕
活
動
の
最
終
日
で
し
た
が
�
皇
居

東
御
苑
で
の
奉
仕
活
動
と
な
り
ま
し
た
�
日
頃
か
ら

一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
た
め
�
公
園
と
し
て
整
備
さ

れ
て
お
り
�
見
学
が
主
と
な
り
ま
し
た
�
同
心
番
所

か
ら
百
人
番
所
�
二
の
丸
庭
園
か
ら
香
淳
皇
后
様
ゆ

か
り
の
桃
華
楽
堂
と
宮
内
庁
楽
部
と
様
々
な
施
設
を
案
内
し
て
頂
き
ま
し
た
が
�
天
守
閣
跡

や
大
奥
跡
�
松
の
廊
下
跡
で
は
�
当
時
の
江
戸
の
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
�
ひ
と
と
き
時
代

劇
の
登
場
人
物
に
な
�
た
つ
も
り
で
楽
し
め
ま
し
た
�
ま
た
�
二
の
丸
庭
園
の
見
学
時
に
は

偶
然
二
頭
立
馬
車
の
訓
練
に
�
ま
た
天
守
閣
跡
の
見
学
時
に
は
皇
宮
警
察
の
オ
�
ト
バ
イ
の

訓
練
に
遭
遇
し
ま
し
た
が
�
奉
仕
活
動
期
間
中
に
案
内
頂
い
た
職
員
さ
ん
は
じ
め
�
多
く
の

皆
さ
ん
が
皇
室
の
護
持
の
た
め
に
日
々
務
め
を
果
た
さ
れ
て
い
る
の
を
間
近
に
見
聞
き
し

て
�
四
日
間
で
は
あ
り
ま
す
が
そ
こ
に
参
加
を
さ
せ
て
頂
け
る
大
き
な
喜
び
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
た
場
面
で
し
た
�

　こ
の
日
の
午
後
に
は
�
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
会
釈
を
賜
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
�
会
場

の
蓮
池
参
集
所
に
は
私
達
を
含
め
五
団
体
の
奉
仕
団
が
入
り
�
職
員
の
方
よ
り
注
意
事
項
の

説
明
を
受
け
�
待
つ
こ
と
四
十
分
�
両
陛
下
が
専
用
車
で
待
合
所
に
お
着
き
に
な
ら
れ
ま
し

た
�
最
初
に
皇
后
様
の
お
姿
が
目
に
入
り
ま
し
た
が
�
そ
の
瞬
間
言
葉
に
な
ら
な
い
感
動
に

包
ま
れ
熱
い
物
が
こ
み
上
げ
て
来
ま
し
た
�
次
い
で
�
天
皇
陛
下
が
お
車
か
ら
降
り
て
こ
ら

れ
ま
し
た
が
�
御
慈
愛
に
満
ち
た
御
姿
に
日
本
人
に
生
ま
れ
て
本
当
に
良
か
�
た
と
心
か
ら

思
い
ま
し
た
�
私
達
は
四
番
目
に
御
会
釈
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
�
宮
本
宮
司
様
の
﹁
大
分

よ
り
二
十
一
名
で
ま
い
り
ま
し
た
﹂
と
の
挨
拶
に
�﹁
大
分
の
水
害
は
ど
う
だ
�
た
で
す

か
﹂
と
の
お
尋
ね
の
お
言
葉
を
賜
り
�
宮
本
宮
司
様
が
﹁
大
分
の
北
部
の
方
が
か
な
り
被
害

に
遭
い
ま
し
た
が
一
生
懸
命
に
が
ん
ば
�
て
お
り
�
随
分
復
旧
し
ま
し
た
﹂
と
お
答
え
し
ま

し
た
�
最
後
に
五
団
体
を
代
表
し
て
宮
本
宮
司
様
が
﹁
天
皇
陛
下
皇
后
陛
下
万
歳
﹂
と
先
導

し
�
合
わ
せ
て
五
団
体
二
百
人
余
り
が
万
歳
三
唱
を
唱
和
し
ま
し
た
�
自
分
は
そ
の
時
�
万

歳
の
声
も
出
ず
万
感
の
思
い
に
胸
が
詰
ま
り
�
た
だ
た
だ
涙
を
な
が
す
ば
か
り
で
し
た
�

　箱
根
温
泉
で
の
慰
労
と
箱
根
神
社
参
拝

　奉
仕
活
動
の
日
程
を
終
え
た
一
行
は
�
そ
の
後
バ
ス
に
て
箱
根
に
向
か
い
ま
し
た
�
宮
本

宮
司
様
の
計
ら
い
で
�
温
泉
に
ゆ
�
く
り
と
つ
か
り
な
が
ら
奉
仕
活
動
の
疲
れ
を
癒
や
す
こ

と
が
出
来
ま
し
た
�
夜
の
懇
親
会
で
は
互
い
に
労
い
な
が
ら
�
参
加
で
き
た
喜
び
や
感
動
そ

し
て
思
い
出
を
夜
更
け
ま
で
語
り

合
い
ま
し
た
�

　行
程
最
終
日
は
�
午
前
中
に
箱

根
神
社
に
正
式
参
拝
を
し
ま
し

た
�
山
岳
信
仰
の
一
大
霊
場
で
天

平
宝
字
元
年
︵
七
五
七
年
︶
に
創

建
�
箱
根
権
現
と
称
さ
れ
た
古
社

で
早
朝
に
も
関
わ
ら
ず
参
拝
者
も

多
く
�
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
神
社

で
し
た
�
昼
食
は
横
浜
中
華
街
に

て
中
華
料
理
を
堪
能
し
て
羽
田
空

港
へ
�
夕
刻
に
神
社
に
帰
り
着
き

ま
し
た
�
今
回
の
皇
居
勤
労
奉
仕

団
で
の
六
日
間
は
�
日
常
で
は
出

来
な
い
得
が
た
い
た
く
さ
ん
の
経

験
を
す
る
と
共
に
�
神
社
に
関
わ

り
な
が
ら
今
の
日
本
を
生
き
る
有

り
難
さ
と
喜
び
を
あ
ら
た
め
て
感

じ
た
�
有
意
義
で
心
に
残
る
旅
と

な
り
ま
し
た
�

　毎
年
�
紅
葉
の
美
し
い
時
期
に
実
施
し
て
い
る
こ
の
研
修
旅
行
で
す
が
�
去
る
十
一
月
十
九
・
二
十
日
の
二
日
間
に

か
け
て
久
留
米
・
玉
名
・
山
鹿
方
面
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
�

　私
は
氏
子
青
年
会
会
員
な
が
ら
�
仕
事
柄
添
乗
員
と
し
て
毎
年
同
行
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
�
本
年
も
宮
本
宮
司

を
始
め
�
総
代
・
敬
神
婦
人
会
・
氏
子
青
年
会
な
ど
か
ら
計
二
十
四
名
が
参
加
�
例
年
に
倣
い
お
世
話
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�

　早
朝
に
神
社
を
出
発
し
た
バ
ス
は
�
一
路
福
岡
県
久
留
米
市
へ
と
向
か
い
ま
す
�
ま
ず
訪
れ
た
の
は
�
全
国
水
天
宮

の
総
本
社
と
し
て
知
ら
れ
る
水
天
宮
で
す
�
御
本
殿
で
の
正
式
参
拝
に
続
い
て
�
真
木
宮
司
様
か
ら
由
緒
等
の
案
内
が

あ
り
ま
し
た
�
神
社
横
を
流
れ
る
大
河
の
筑
後
川
に
は
�
古
く
か
ら
河
童
が
住
む
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
�
神
社
で

は
﹁
ひ
�
う
た
ん
御
守
﹂
が
授
与
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
�
こ
の
御
守
は
小
さ
い
子
ど
も
が
川
で
遊
ぶ
際
に
�
水
難
に

会
わ
な
い
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
�
ま
た
�
神
社
の
社
紋
﹁
椿
﹂
に
ち
な
ん
で
境
内
に
多
品

種
の
椿
が
植
え
ら
れ
て
お
り
�
初
春
に
は
美
し
い
花
が
咲
き
ほ
こ
る
こ
と
か
ら
�
毎
年
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
と
の

こ
と
で
す
�
職
員
の
皆
様
方
に
見
送
ら
れ
て
�
次
の
目
的
地
で
あ
る
熊
本
県
玉
名
市
へ
と
バ
ス
を
走
ら
せ
ま
し
た
�

　玉
名
市
は
玉
名
温
泉
と
し
て
有
名
な
町
で
す
�
私
た
ち
は
市
内
中
心
部
に
鎮
座
す
る
繁
根
木
八
幡
宮
へ
向
か
い
ま
し
た
�

本
殿
前
に
は
築
四
百
年
に
も
な
る
二
層
式
の
楼
門
が
聳
え
て
お
り
�
そ
の
佇
ま
い
は
大
変
見
事
な
も
の
で
し
た
�
岩
間

宮
司
様
お
一
人
で
ご
奉
仕
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
�
境
内
は
美
し
く
掃
き
清
め
ら
れ
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り

ま
し
た
�
続
い
て
�
私
た
ち
は
同
市
の
蓮
華
院
誕
生
寺
を
拝
観
後
�
本
日
の
宿
泊
先
﹁
司
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
﹂
へ
と
入
り
�

参
加
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
を
開
催
し
�
懇
親
の
輪
を
広
げ
ま
し
た
�

　二
日
目
�
ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
玉
名
市
隣
接
の
山
鹿
市
へ
�
ま
ず
山
鹿
灯
籠
で
有
名
な
大
宮
神
社
へ
の
参
拝
で
す
�

正
式
参
拝
後
�
杉
谷
宮
司
様
の
案
内
の
も
と
で
境
内
灯
籠
館
を
拝
観
し
ま
し
た
�
山
鹿
灯
籠
と
い
え
ば
�
灯
籠
お
ど
り

の
際
に
女
性
の
頭
に
付
け
る
も
の
だ
け
を
指
す
の
だ
と
思
�
て
い
ま
し
た
が
�
そ
の
他
に
も
神
社
や
建
物
を
模
�
た
﹁
御

殿
灯
籠
﹂
が
あ
り
�
そ
の
絢
爛
豪
華
さ
に
一
同
見
と
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
�
ち
な
み
に
御
殿
灯
籠
は
�
翌
年
�
抽
選
で

神
社
よ
り
払
下
げ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
�
そ
の
後
�
神
社
近
く
の
八
千
代
座
と
山
鹿
灯
籠
館
見
学
�
と
り
わ
け
国
重

要
文
化
財
指
定
と
な
�
た
八
千
代
座
の
保
存
活
動
に
は
共
感
す
る
こ
と
し
き
り
で
し
た
�
市
内
で
昼
食
を
と
り
�
午
後

か
ら
は
避
暑
や
紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
菊
池
渓
谷
を
散
策
�
終
え
て
春
日
神
社
へ
の
帰
路
と
な
り
ま
し
た
�

　今
回
の
旅
行
で
は
�
当
初
の
目
的
通
り
に
研
修
と
親
睦
を
充
分
に
行
え
ま
し
た
が
�
な
に
よ
り
も
旅
先
で
の
事
故
や

病
気
も
な
く
�
全
行
程
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
春
日
様
の
御
加
護
と
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
�
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春
日
神
社
研
修
旅
行
に
参
加
し
て

中
心
で
し
た
�
さ
す
が
に
紙
く
ず
や
チ
リ
な
ど
は
無

く
�
砂
利
道
の
清
掃
で
は
京
都
は
龍
安
寺
�
枯
山
水

の
石
庭
の
手
入
れ
よ
ろ
し
く
�
陛
下
が
初
め
に
歩
か

れ
る
事
を
思
い
願
い
つ
つ
心
を
込
め
て
目
立
て
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
�

　ま
た
移
動
の
際
に
は
�
宮
中
三
殿
に
参
拝
し
�
天

皇
陛
下
が
御
田
植
え
を
さ
れ
る
水
田
や
皇
后
陛
下
御

給
桑
の
桑
畑
を
見
学
し
�
大
道
庭
園
で
は
徳
川
三
代

将
軍
ゆ
か
り
の
﹁
五
葉
松
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
由
緒

あ
る
盆
栽
の
数
々
を
ご
案
内
を
頂
き
ま
し
た
�
皇
室

と
日
本
の
悠
久
の
歴
史
に
思
い
を
は
せ
る
と
と
も

に
�
両
陛
下
の
深
い
お
心
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ

と
の
出
来
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
�

　さ
ら
に
こ
の
日
は
奉
仕
終
了
後
に
国
会
議
事
堂
を

見
学
�
盛
り
だ
く
さ
ん
の
研
修
に
疲
れ
も
忘
れ
て
た

だ
た
だ
驚
き
と
感
心
の
連
続
で
し
た
�

　奉
仕
四
日
目

　天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
会
釈
に
感
激

　四
日
目
は
奉
仕
活
動
の
最
終
日
で
し
た
が
�
皇
居

東
御
苑
で
の
奉
仕
活
動
と
な
り
ま
し
た
�
日
頃
か
ら

一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
た
め
�
公
園
と
し
て
整
備
さ

れ
て
お
り
�
見
学
が
主
と
な
り
ま
し
た
�
同
心
番
所

か
ら
百
人
番
所
�
二
の
丸
庭
園
か
ら
香
淳
皇
后
様
ゆ

か
り
の
桃
華
楽
堂
と
宮
内
庁
楽
部
と
様
々
な
施
設
を
案
内
し
て
頂
き
ま
し
た
が
�
天
守
閣
跡

や
大
奥
跡
�
松
の
廊
下
跡
で
は
�
当
時
の
江
戸
の
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
�
ひ
と
と
き
時
代

劇
の
登
場
人
物
に
な
�
た
つ
も
り
で
楽
し
め
ま
し
た
�
ま
た
�
二
の
丸
庭
園
の
見
学
時
に
は

偶
然
二
頭
立
馬
車
の
訓
練
に
�
ま
た
天
守
閣
跡
の
見
学
時
に
は
皇
宮
警
察
の
オ
�
ト
バ
イ
の

訓
練
に
遭
遇
し
ま
し
た
が
�
奉
仕
活
動
期
間
中
に
案
内
頂
い
た
職
員
さ
ん
は
じ
め
�
多
く
の

皆
さ
ん
が
皇
室
の
護
持
の
た
め
に
日
々
務
め
を
果
た
さ
れ
て
い
る
の
を
間
近
に
見
聞
き
し

て
�
四
日
間
で
は
あ
り
ま
す
が
そ
こ
に
参
加
を
さ
せ
て
頂
け
る
大
き
な
喜
び
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
た
場
面
で
し
た
�

　こ
の
日
の
午
後
に
は
�
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
会
釈
を
賜
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
�
会
場

の
蓮
池
参
集
所
に
は
私
達
を
含
め
五
団
体
の
奉
仕
団
が
入
り
�
職
員
の
方
よ
り
注
意
事
項
の

説
明
を
受
け
�
待
つ
こ
と
四
十
分
�
両
陛
下
が
専
用
車
で
待
合
所
に
お
着
き
に
な
ら
れ
ま
し

た
�
最
初
に
皇
后
様
の
お
姿
が
目
に
入
り
ま
し
た
が
�
そ
の
瞬
間
言
葉
に
な
ら
な
い
感
動
に

包
ま
れ
熱
い
物
が
こ
み
上
げ
て
来
ま
し
た
�
次
い
で
�
天
皇
陛
下
が
お
車
か
ら
降
り
て
こ
ら

れ
ま
し
た
が
�
御
慈
愛
に
満
ち
た
御
姿
に
日
本
人
に
生
ま
れ
て
本
当
に
良
か
�
た
と
心
か
ら

思
い
ま
し
た
�
私
達
は
四
番
目
に
御
会
釈
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
�
宮
本
宮
司
様
の
﹁
大
分

よ
り
二
十
一
名
で
ま
い
り
ま
し
た
﹂
と
の
挨
拶
に
�﹁
大
分
の
水
害
は
ど
う
だ
�
た
で
す

か
﹂
と
の
お
尋
ね
の
お
言
葉
を
賜
り
�
宮
本
宮
司
様
が
﹁
大
分
の
北
部
の
方
が
か
な
り
被
害

に
遭
い
ま
し
た
が
一
生
懸
命
に
が
ん
ば
�
て
お
り
�
随
分
復
旧
し
ま
し
た
﹂
と
お
答
え
し
ま

し
た
�
最
後
に
五
団
体
を
代
表
し
て
宮
本
宮
司
様
が
﹁
天
皇
陛
下
皇
后
陛
下
万
歳
﹂
と
先
導

し
�
合
わ
せ
て
五
団
体
二
百
人
余
り
が
万
歳
三
唱
を
唱
和
し
ま
し
た
�
自
分
は
そ
の
時
�
万

歳
の
声
も
出
ず
万
感
の
思
い
に
胸
が
詰
ま
り
�
た
だ
た
だ
涙
を
な
が
す
ば
か
り
で
し
た
�

　箱
根
温
泉
で
の
慰
労
と
箱
根
神
社
参
拝

　奉
仕
活
動
の
日
程
を
終
え
た
一
行
は
�
そ
の
後
バ
ス
に
て
箱
根
に
向
か
い
ま
し
た
�
宮
本

宮
司
様
の
計
ら
い
で
�
温
泉
に
ゆ
�
く
り
と
つ
か
り
な
が
ら
奉
仕
活
動
の
疲
れ
を
癒
や
す
こ

と
が
出
来
ま
し
た
�
夜
の
懇
親
会
で
は
互
い
に
労
い
な
が
ら
�
参
加
で
き
た
喜
び
や
感
動
そ

し
て
思
い
出
を
夜
更
け
ま
で
語
り

合
い
ま
し
た
�

　行
程
最
終
日
は
�
午
前
中
に
箱

根
神
社
に
正
式
参
拝
を
し
ま
し

た
�
山
岳
信
仰
の
一
大
霊
場
で
天

平
宝
字
元
年
︵
七
五
七
年
︶
に
創

建
�
箱
根
権
現
と
称
さ
れ
た
古
社

で
早
朝
に
も
関
わ
ら
ず
参
拝
者
も

多
く
�
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
神
社

で
し
た
�
昼
食
は
横
浜
中
華
街
に

て
中
華
料
理
を
堪
能
し
て
羽
田
空

港
へ
�
夕
刻
に
神
社
に
帰
り
着
き

ま
し
た
�
今
回
の
皇
居
勤
労
奉
仕

団
で
の
六
日
間
は
�
日
常
で
は
出

来
な
い
得
が
た
い
た
く
さ
ん
の
経

験
を
す
る
と
共
に
�
神
社
に
関
わ

り
な
が
ら
今
の
日
本
を
生
き
る
有

り
難
さ
と
喜
び
を
あ
ら
た
め
て
感

じ
た
�
有
意
義
で
心
に
残
る
旅
と

な
り
ま
し
た
�

　毎
年
�
紅
葉
の
美
し
い
時
期
に
実
施
し
て
い
る
こ
の
研
修
旅
行
で
す
が
�
去
る
十
一
月
十
九
・
二
十
日
の
二
日
間
に

か
け
て
久
留
米
・
玉
名
・
山
鹿
方
面
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
�

　私
は
氏
子
青
年
会
会
員
な
が
ら
�
仕
事
柄
添
乗
員
と
し
て
毎
年
同
行
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
�
本
年
も
宮
本
宮
司

を
始
め
�
総
代
・
敬
神
婦
人
会
・
氏
子
青
年
会
な
ど
か
ら
計
二
十
四
名
が
参
加
�
例
年
に
倣
い
お
世
話
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�

　早
朝
に
神
社
を
出
発
し
た
バ
ス
は
�
一
路
福
岡
県
久
留
米
市
へ
と
向
か
い
ま
す
�
ま
ず
訪
れ
た
の
は
�
全
国
水
天
宮

の
総
本
社
と
し
て
知
ら
れ
る
水
天
宮
で
す
�
御
本
殿
で
の
正
式
参
拝
に
続
い
て
�
真
木
宮
司
様
か
ら
由
緒
等
の
案
内
が

あ
り
ま
し
た
�
神
社
横
を
流
れ
る
大
河
の
筑
後
川
に
は
�
古
く
か
ら
河
童
が
住
む
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
�
神
社
で

は
﹁
ひ
�
う
た
ん
御
守
﹂
が
授
与
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
�
こ
の
御
守
は
小
さ
い
子
ど
も
が
川
で
遊
ぶ
際
に
�
水
難
に

会
わ
な
い
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
�
ま
た
�
神
社
の
社
紋
﹁
椿
﹂
に
ち
な
ん
で
境
内
に
多
品

種
の
椿
が
植
え
ら
れ
て
お
り
�
初
春
に
は
美
し
い
花
が
咲
き
ほ
こ
る
こ
と
か
ら
�
毎
年
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
と
の

こ
と
で
す
�
職
員
の
皆
様
方
に
見
送
ら
れ
て
�
次
の
目
的
地
で
あ
る
熊
本
県
玉
名
市
へ
と
バ
ス
を
走
ら
せ
ま
し
た
�

　玉
名
市
は
玉
名
温
泉
と
し
て
有
名
な
町
で
す
�
私
た
ち
は
市
内
中
心
部
に
鎮
座
す
る
繁
根
木
八
幡
宮
へ
向
か
い
ま
し
た
�

本
殿
前
に
は
築
四
百
年
に
も
な
る
二
層
式
の
楼
門
が
聳
え
て
お
り
�
そ
の
佇
ま
い
は
大
変
見
事
な
も
の
で
し
た
�
岩
間

宮
司
様
お
一
人
で
ご
奉
仕
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
�
境
内
は
美
し
く
掃
き
清
め
ら
れ
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り

ま
し
た
�
続
い
て
�
私
た
ち
は
同
市
の
蓮
華
院
誕
生
寺
を
拝
観
後
�
本
日
の
宿
泊
先
﹁
司
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
﹂
へ
と
入
り
�

参
加
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
を
開
催
し
�
懇
親
の
輪
を
広
げ
ま
し
た
�

　二
日
目
�
ホ
テ
ル
を
出
発
し
て
玉
名
市
隣
接
の
山
鹿
市
へ
�
ま
ず
山
鹿
灯
籠
で
有
名
な
大
宮
神
社
へ
の
参
拝
で
す
�

正
式
参
拝
後
�
杉
谷
宮
司
様
の
案
内
の
も
と
で
境
内
灯
籠
館
を
拝
観
し
ま
し
た
�
山
鹿
灯
籠
と
い
え
ば
�
灯
籠
お
ど
り

の
際
に
女
性
の
頭
に
付
け
る
も
の
だ
け
を
指
す
の
だ
と
思
�
て
い
ま
し
た
が
�
そ
の
他
に
も
神
社
や
建
物
を
模
�
た
﹁
御

殿
灯
籠
﹂
が
あ
り
�
そ
の
絢
爛
豪
華
さ
に
一
同
見
と
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
�
ち
な
み
に
御
殿
灯
籠
は
�
翌
年
�
抽
選
で

神
社
よ
り
払
下
げ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
�
そ
の
後
�
神
社
近
く
の
八
千
代
座
と
山
鹿
灯
籠
館
見
学
�
と
り
わ
け
国
重

要
文
化
財
指
定
と
な
�
た
八
千
代
座
の
保
存
活
動
に
は
共
感
す
る
こ
と
し
き
り
で
し
た
�
市
内
で
昼
食
を
と
り
�
午
後

か
ら
は
避
暑
や
紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
菊
池
渓
谷
を
散
策
�
終
え
て
春
日
神
社
へ
の
帰
路
と
な
り
ま
し
た
�

　今
回
の
旅
行
で
は
�
当
初
の
目
的
通
り
に
研
修
と
親
睦
を
充
分
に
行
え
ま
し
た
が
�
な
に
よ
り
も
旅
先
で
の
事
故
や

病
気
も
な
く
�
全
行
程
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
春
日
様
の
御
加
護
と
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
�
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春
日
敬
神
婦
人
会

　副
会
長

　平
野

　邦
子

　去
る
十
月
三
十
一
日
と
十
一
月
一
日
の
二
日
間
�
格
好
の

秋
日
和
に
恵
ま
れ
て
�
第
六
十
三
回
全
国
敬
神
婦
人
大
会
が

京
都
で
開
催
さ
れ
�
大
分
県
か
ら
私
た
ち
春
日
敬
神
婦
人
会

の
会
員
六
名
が
参
加
し
て
ま
い
り
ま
し
た
�

　会
場
と
な
�
た
国
立
京
都
国
際
会
館
に
は
全
国
か
ら
千
八

百
余
名
が
出
席
�
開
会
に
先
立
ち
芸
奴
さ
ん
三
十
名
に
よ
る

﹁
手
打
ち
﹂
で
盛
大
に
お
迎
え
頂
き
ま
し
た
�
式
典
で
は
﹁
国

歌
斉
唱
﹂
や
﹁
敬
神
生
活
の
綱
領
﹂
に
続
き
�
全
国
敬
神
婦

人
会
長
の
北
白
川
慶
子
様
か
ら
式
辞
が
述
べ
ら
れ
た
の
ち
�

ご
来
賓
の
祝
辞
を
頂
き
ま
し
た
�
そ
し
て
資
料
に
基
づ
い
て

の
議
事
が
事
務
局
に
よ
�
て
進
め
ら
れ
て
無
事
に
閉
会
と
な

り
ま
し
た
�

　夕
方
か
ら
の
懇
親
会
で
は
�
ま
ず
芸
奴
さ
ん
の
﹁
紅
葉
売
﹂

と
舞
妓
さ
ん
の
﹁
祇
園
小
唄
﹂
の
清
興
が
あ
り
�
神
社
本
庁

総
長
の
ご
挨
拶
の
も
と
に
宴
が
始
ま
り
ま
し
た
�
和
や
か
な

雰
囲
気
の
中
�
各
テ
―
ブ
ル
に
は
芸
奴
さ
ん
と
舞
妓
さ
ん
が

回
�
て
く
れ
ま
し
た
が
�
そ
の
中
に
別
府
出
身
と
い
う
十
八

歳
の
舞
妓
さ
ん
が
お
ら
れ
て
話
も
は
ず
み
�
よ
り
い
�
そ
う

楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
�

　二
日
目
は
石
清
水
八
幡
宮
へ
�
麓
か
ら
ケ
�
ブ
ル
カ
�
に
乗
�
て
参
拝
し
ま
し
た
�
神
職
の
ご
案
内
が
あ
り
�

江
戸
時
代
の
伝
説
の
名
工
左
甚
五
郎
の
作
と
言
わ
れ
る
猿
の
彫
刻
を
拝
見
�
そ
の
後
松
花
堂
庭
園
を
散
策
�
こ
こ

は
松
花
堂
弁
当
発
祥
の
地
で
あ
り
昼
食
を
頂
き
ま
し
た
�
午
後
か
ら
は
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
に
も
立
ち
寄
り
ま

し
た
が
�
修
復
中
の
為
に
建
物
を
目
に
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
�
紅
葉
に
は
少
し
早
か
�
た
の
で
す
が
�

二
日
間
な
が
ら
秋
の
京
都
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
�
今
回
の
大
会
参
加
を
通
じ
て
�
伝
統
と
文
化
に
あ
ふ

れ
た
京
都
�
ひ
い
て
は
日
本
の
美
し
さ
を
改
め
て
感
じ
た
次
第
で
す
�

︵
こ
の
報
告
文
は
大
分
県
神
社
庁
報
第
十
一
号
に
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
︶

　

全
国
敬
神
婦
人
大
会
に
参
加
し
て

　神
社
本
庁
辞
令

　
　
　
　
　
　
　
　友

　岡

　郁

　夫

　
　春
日
神
社
権
禰
宜
を
免
ず
る

　
　
　

　
　︵
西
宮
市
熊
野
神
社
権
禰
宜
に
転
出
︶

　
　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　青

　井

　宏

　之

　
　春
日
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

　
　
　

　
　︵
日
進
市
白
山
宮
権
禰
宜
よ
り
転
入
︶

　
　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
付

　神
宮
司
庁
表
彰

　○
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
四
十
周
年
記
念
表
彰

　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
九
月
十
七
日
付

　
　宮

　
　司

　
　宮

　本

　
　
　之

　
　責
任
役
員

　
　丸

　尾

　啓
一
郎

　大
分
県
神
社
庁
大
分
支
部
長
表
彰

　
　
　
　
　平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日
付

　○
二
十
年
勤
続
表
彰

　
　責
任
役
員

　
　川

　崎

　安

　太

　
　総

　
　代

　
　秡

　川

　信

　彦

　○
十
年
勤
続
表
彰

　
　総

　
　代

　
　森

　
　
　
　
　孝

　︵
恵
美
須
社
︶

　
　総

　
　代

　
　森

　
　
　裕

　英

　︵
恵
美
須
社
︶

　
　総

　
　代

　
　佐

　藤

　臻

　司

　︵
王
子
神
社
︶

表

　彰

人

　事

表

彰
・

人

事

　奉
仕
一
日
目

　皇
太
子
様
の
御
会
釈
と
デ
ィ
ナ
ー
ク
ル
ー
ズ

　勤
労
奉
仕
は
四
日
間
の
日
程
で
行
わ
れ
ま
す
が
�
そ
の
内
一
日
は
赤
坂
御
用
地
で
の
奉
仕

と
な
り
ま
す
�
今
回
は
初
日
が
そ
の
日
に
な
�
て
い
ま
し
た
の
で
�
少
し
早
め
の
五
時
四
十

分
に
は
起
床
し
七
時
二
十
分
に
出
発
し
ま
し
た
�
秋
の
園
遊
会
を
控
え
て
準
備
の
進
む
中
を

担
当
の
職
員
さ
ん
の
案
内
を
受
け
な
が
ら
赤
坂
御
苑
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�
そ
の
後

の
奉
仕
作
業
で
は
�
東
京
か
ら
参
加
し
た
大
学
生
の
団
体
と
一
緒
に
清
掃
作
業
を
行
い
ま
し

た
�
若
い
人
た
ち
の
き
び
き
び
と
し
た
動
き
に
つ
い
て
行
く
の
は
な
か
な
か
大
変
で
し
た

が
�
引
�
張
ら
れ
る
よ
う
に
こ
ち
ら
も
奉
仕
の
手
に
力
が
入
り
ま
し
た
�
ま
た
�
彼
ら
の
立

ち
居
振
る
舞
い
も
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
�
ま
だ
日
本
に
も
礼
儀
正
し
い
さ
わ
や
か
な
若
者

達
が
大
勢
い
る
の
だ
と
大
変
う
れ
し
く
又
�
た
の
も
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
�
休
憩
所
に
て

の
昼
食
の
さ
な
か
に
突
然
大
雨
と
な
り
�
午
後
か
ら
の
作
業
を
心
配
し
ま
し
た
が
�
開
始
時

間
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
雨
も
上
が
り
�
日
頃
の
行
い
の
良
さ
の
表
れ
と
う
れ
し
く
思
い

ま
し
た
�
午
後
に
は
同
日
か
ら
参
加
の
四
団
体
と
共
に
皇
太
子
殿
下
の
御
会
釈
を
賜
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
�

　初
日
の
奉
仕
も
無
事
に
終
わ
り
�
夕
食
は
東
京
湾
で
の
船
上
デ
�
ナ
�
ク
ル
�
ズ
�
小
雨

の
降
る
中
で
し
た
が
�
船
上
か
ら
見
る
幻
想
的
な
東
京
の
夜
景
と
�
今
年
開
通
し
た
ば
か
り

の
通
称
恐
竜
橋
と
も
呼
ば
れ
る
東
京
ゲ
�
ト
ブ
リ
�
ジ
を
く
ぐ
り
な
が
ら
見
上
げ
る
迫
力
を

肴
に
�
お
酒
も
食
事
も
美
味
し
く
頂
き
な
が
ら
�
夢
の
よ
う
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
�

　奉
仕
二
日
目

　宮
殿
な
ら
び
に
長
和
殿

　二
日
目
か
ら
は
い
よ
い
よ
皇
居
で
の
奉
仕
活
動
と
な
り
�
こ
の
日
は
宮
殿
周
辺
の
清
掃
活

動
を
行
い
ま
し
た
�
テ
レ
ビ
な
ど
で
よ
く
見
る
長
和
殿
の
大
き
さ
に
驚
き
�
宮
殿
周
辺
の
庭

園
の
美
し
さ
に
目
を
奪
わ
れ
な
が
ら
�
こ
の
場
で
奉
仕
で
き
る
喜
び
を
か
み
し
め
つ
つ
作
業

を
進
め
ま
し
た
�
日
頃
�
歩
く
こ
と
も
少
な
く
な
�
て
き
た
体
は
�
こ
の
夜
半
あ
た
り
よ
り

疲
れ
と
痛
み
を
感
じ
る
様
に
な
り
ま
し
た
が
�
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
目
に
か
か
れ
る
事
を

楽
し
み
に
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
�

　奉
仕
三
日
目

　吹
上
御
所
で
の
奉
仕

　三
日
目
は
�
皇
居
の
さ
ら
に
奥
へ
進
み
吹
上
御
苑
で
の
奉
仕
で
し
た
�
休
憩
所
と
な
�
て
い

た
窓
明
館
か
ら
奉
仕
場
所
へ
の
移
動
は
当
然
徒
歩
な
の
で
す
が
�
広
大
な
皇
居
内
は
自
然
も

豊
か
で
�
ま
る
で
山
中
に
分
け
入
�
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
す
ら
覚
え
ま
し
た
�
今
回
が
初
め

て
の
参
加
で
し
た
の
で
�
ど
の
よ
う
な
場
所
で
奉
仕
活
動
を
行
う
の
か
余
り
分
か
�
て
い
な

か
�
た
の
で
す
が
�
こ
の
日
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
住
ま
い
で
も
あ
る
御
所
の
間
近
ま
で

案
内
し
て
頂
い
た
の
で
�
ひ
と
き
わ
緊
張
し
な
が
ら
の
奉
仕
活
動
と
な
り
ま
し
た
�
う
�
そ

う
と
し
た
木
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
�
道
路
や
側
溝
の
落
葉
�
小
枝
な
ど
の
清
掃
作
業
が

感
激
の
皇
居
勤
労
奉
仕　は

じ
め
に

　春
日
神
社
で
は
以
前
よ
り

総
代
�
敬
神
婦
人
会
な
ど
神

社
関
係
者
か
ら
参
加
者
を

募
�
て
隔
年
で
皇
居
の
勤
労

奉
仕
を
行
な
�
て
き
ま
し
た

が
�
本
年
は
そ
の
開
催
年
に

あ
た
り
十
月
二
十
二
日
か
ら

二
十
七
日
ま
で
の
日
程
に

て
�
奉
仕
団
二
十
一
名
の
参

加
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
�
今

回
で
五
回
目
と
い
う
こ
と
で

し
た
が
�
私
は
初
め
て
参
加

を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�

　出
発
は
午
後
か
ら
で
し
た

が
�
成
功
が
約
束
さ
れ
た
か

の
よ
う
な
晴
天
に
恵
ま
れ
�

期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
な
が

ら
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
し

た
�
春
日
神
社
か
ら
大
分
空

港
�
飛
行
機
に
て
羽
田
空
港

へ
向
か
い
ま
し
た
�
再
度
バ

ス
に
乗
り
換
え
る
頃
に
は
日

も
暮
れ
は
じ
め
�
大
都
会
東

京
の
夜
景
を
楽
し
み
な
が
ら

宿
に
到
着
�
結
団
式
を
行
い

翌
日
か
ら
の
奉
仕
活
動
に
思

い
を
は
せ
な
が
ら
床
に
つ
き

ま
し
た
�

春
日
神
社
総
代

　後

　藤

　則

　義
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宮

　司

宮

　本

　
　
　之

ご

　挨

　拶

　殊
の
外
例
年
よ
り
早
く
冬
の
訪
れ
を
感
じ
る
師
走
を
迎
え
て
い
ま
す
�
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
如
何
な
年
の
瀬

を
お
過
ご
し
で
し
�
う
か
�
月
日
が
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
�
つ
い
先
日
寒
さ
で
梅
の
開
花
が
遅
れ
�
心
地
良
い
春
が

待
ち
遠
し
い
と
思
�
て
い
た
の
で
す
が
�
暑
い
夏
が
過
ぎ
�
慌
し
さ
の
中
で
も
う
正
月
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
�

　さ
て
�
こ
の
一
年
を
振
り
返
り
ま
す
と
�
今
年
は
﹁
古
事
記
﹂
編
纂
千
三
百
年
と
い
う
節
目
の
年
で
あ
り
ま
し
た
�

古
事
記
は
現
存
す
る
日
本
最
古
の
歴
史
書
で
あ
り
�
皇
室
や
国
家
の
起
源
に
関
す
る
話
や
�
神
代
に
お
け
る
天
地
の

始
ま
り
等
が
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
文
章
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
�
こ
の
節
目
の
年
に
あ
ら
た
め
て
日
本
文
化
の
源
と
い
え

る
こ
の
書
を
通
じ
�
日
本
人
の
真
の
魂
を
取
り
戻
す
べ
く
神
話
の
普
及
に
力
を
注
い
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
�

　当
社
と
致
し
ま
し
て
は
�
秋
に
第
五
回
目
と
な
る
皇
居
勤
労
奉
仕
団
を
結
成
し
て
奉
仕
活
動
を
お
こ
な
�
て
参
り

ま
し
た
�
春
先
の
手
術
を
無
事
終
え
ら
れ
た
天
皇
陛
下
と
皇
后
陛
下
お
揃
い
で
の
御
姿
を
拝
し
�
御
会
釈
に
際
し
て

有
難
く
も
本
県
夏
の
大
水
害
の
御
心
配
を
頂
戴
致
し
ま
し
て
�
感
激
そ
し
て
感
謝
の
気
持
ち
に
涙
が
出
そ
う
に
な
り

ま
し
た
�
御
会
釈
の
最
後
に
は
前
回
に
続
き
万
歳
三
唱
先
達
の
栄
に
浴
し
�
団
員
の
代
表
と
し
て
声
高
ら
か
に
真
心

込
め
て
努
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
�
ま
た
営
繕
で
は
御
鎮
座
千
百
五
十
年
記
念
事
業
の
継
続
と
し
て
�
春
先
よ
り
社

殿
廻
り
の
改
修
工
事
を
手
掛
け
ま
し
た
�
参
拝
者
の
利
便
を
考
え
て
向
拝
部
分
を
拡
幅
し
て
車
イ
ス
ロ
�
プ
を
設
け

た
ほ
か
�
秋
に
は
儀
式
殿
・
社
務
所
の
破
風
の
装
飾
を
行
う
等
�
新
し
い
年
に
お
参
り
い
た
だ
く
準
備
が
調
�
て
ま

い
り
ま
し
た
�

　来
る
年
は
い
よ
い
よ
国
民
が
本
宗
と
仰
ぎ
奉
る
伊
勢
の
神
宮
で
は
�
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
正
殿
遷
座
の
儀
が
斎

行
さ
れ
ま
す
�
加
え
て
国
民
広
く
ご
神
徳
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
出
雲
大
社
で
も
六
十
年
ぶ
り
の
大
改
修
が
終
わ

り
�
本
殿
遷
座
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
�
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
と
さ
れ
る
こ
の
二
社
で
の
御
遷
宮
が
�
厳
粛
且

つ
盛
大
に
斎
行
さ
れ
ま
す
こ
と
を
皆
様
共
々
願
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
し
�
こ
の
慶
賀
の
年
が
氏
子
崇
敬
者
皆
さ
ま

方
に
と
り
ま
し
て
輝
か
し
き
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
�
歳
末
号
発
刊
の
挨
拶
と
致

し
ま
す
�

祭
典
祭
典
ご
よ
み

年
末
か
ら
春
に
か
け
て
執
り
行
わ
れ
る
恒
例
祭
で
す
�

天
皇
陛
下
の
誕
生
日
を
お
祝
い
す
る
祭
典
で
す
�
巫

女
舞
﹁
豊
栄
舞
﹂
を
奉
納
し
ま
す
�

天
長
祭

十
二
月
二
十
三

日

一
年
間
を
締
め
く
く
り
�
罪
穢
れ
を
祓
�
て
清
々
し

く
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
祭
典
で
す
�

大
祓
式
・
除
夜
祭

十
二
月
三
十
一

日

元
旦
に
あ
た
り
�
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
繁
栄
�
氏

子
崇
敬
者
の
幸
せ
を
お
祈
り
し
ま
す
�

歳
旦
祭

一
月

　一
日

日
本
の
国
の
誕
生
を
祝
う
祭
典
で
す
�
雅
楽
の
伴
奏

で
国
歌
を
斉
唱
し
ま
す
�

紀
元
祭

二
月
十
一
日

本
殿
の
西
側
に
鎮
座
す
る
お
稲
荷
さ
ん
の
例
祭
で
す
�

初
午
祭
︵
摂
社
　稲
荷
神
社
︶

二
月

　九
日

本
来
は
農
耕
儀
礼
に
基
づ
く
お
祭
り
で
す
が
�
今
日

で
は
稲
作
の
み
な
ら
ず
殖
産
工
業
す
べ
て
に
亘
�
て
�

こ
の
一
年
間
の
恵
み
を
願
う
祭
典
で
す
�

祈
年
祭

二
月
十
七
日

春
の
大
祭
の
う
ち
�
前
日
祭
で
す
�
二
日
間
に
わ
た

り
庄
内
神
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
す
�

春
季
大
祭
宵
祭

四
月
十
二
日

神
社
で
一
番
重
要
な
祭
典
で
す
�
神
社
本
庁
か
ら
の

献
幣
使
を
迎
え
て
執
り
行
わ
れ
ま
す
�

例

　祭

四
月
十
三
日

昭
和
天
皇
の
御
誕
生
日
に
あ
た
り
�
御
聖
徳
を
仰
ぐ

祭
典
で
す
�

昭
和
祭

四
月
二
十
九

日

本
殿
東
側
に
鎮
座
す
る
こ
ん
ぴ
ら
さ
ん
の
例
祭
で
す
�

摂
社
金
比
羅
社
祭

五
月

　一
日

鈴緒の奉納 千百五十年祭記念
社殿の飾り金具取り付けを実施

ト

ピックス

　御本殿向拝に二本の鈴緒が取り付けられ

ていますが、現在のものが二十年を経過し

て傷んできたことから、此の度、お正月に

向けて取り替えられました。奉納されたの

は㈲ミリオン美容室会長の甲斐千代子様と

藤原塗装㈱並びに大分ビル管理㈱社長の藤

原忠和様です。甲斐様は前回に続いて、藤

原様は御尊父様の御意志を引き継いで、と

いずれも永年にわたって格別にご崇敬をお

寄せ頂いています。

蓬莱雅楽会の活動から

　本年が日本・モンゴル外交関係樹立四

十周年にあたることから、その記念事業

のひとつとして、大分人材育成・地域文

化交流協会の主催により「人と自然が共

生した潤いと活力のある地域創造　交流

ステージイン大分」が十二月二日に開催

され、本会と宇佐神宮とで舞楽「陵王」

を演奏しました。会場である別府ビーコ

ンプラザ　フィルハーモニアホールは、

日・モ双方の全権大使や多くの観客でう

められ、日本側の演目として、宇佐神宮

鎮疫祭（御心経会）で毎年舞われる「陵

王」を、本会の全面的な演奏で披露した

のに続き、主催者による式典や記念講演、

そして馬頭琴などを織り交ぜたモンゴル

の歌や演奏が行われ、両国の文化交流の

場となりました。

　式年祭を斎行した昨年、記念事業として御本殿内格天

井の藤絵彩色を行いましたが、時間的な都合により先送

りとなっていた儀式殿ならびに社務所玄関の飾り金具の

取り付けを、一年遅れではありますが此の度実施致しま

した。

　本年春には御本殿前の石段拡幅と車椅子用のスロープ

を設置したことで、ゆったりとした社殿周りの景観向上

とともに、七五三を始めとした参拝者が集中する場合で

の安全性と利便性、また何より高齢者のお参りに大変好

評を頂いています。今回、一連の境内整備事業である破

風金具や六葉金具の取り付けにより、春日の杜に包まれ

た各社殿の美しさが増して、いっそうおごそかな佇まい

となりました。
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春日の杜

もくじもくじ

戦
災
後
の
仮
社
殿

春
日
の

杜

春
日
の

杜
散策

vol.16

　昭
和
二
十
年
七
月
十
六
日
午
後
十
一
時
頃
か
ら
翌
十
七
日
の
未
明
に
か
け
て
�
二
・

三
日
続
い
た
雨
も
上
が
り
晴
天
と
な
�
た
大
分
地
方
に
米
軍
爆
撃
機
が
襲
�
て
き
ま
し

た
�
本
殿
や
拝
殿
な
ど
境
内
建
物
の
多
く
が
被
弾
に
よ
り
炎
上
�
く
す
ぶ
る
中
�
焼
け

残
�
た
神
楽
殿
に
神
輿
を
据
え
て
御
神
霊
を
奉
遷
し
�
直
後
の
夏
祭
り
を
な
ん
と
か
実

施
し
た
と
記
録
が
残
�
て
い
ま
す
�

　終
戦
を
経
て
�
地
域
の
拠
り
所
と
な
る
氏
神
様
の
御
復
興
を
�
と
一
丸
伍
兵
衛
氏
を

会
長
に
奉
賛
会
を
組
織
し
て
仮

社
殿
の
整
備
に
か
か
り
ま
し
た
�

本
殿
は
別
府
公
園
に
あ
�
た
温

泉
神
社
の
社
殿
を
�
そ
し
て
拝

殿
に
は
幸
い
に
焼
け
残
�
て
い

た
絵
馬
堂︵
旧
拝
殿
︶を
利
用
�
当

時
の
お
金
で
約
三
十
万
円
か
か

り
ま
し
た
が
�
昭
和
二
十
三
年

十
二
月
二
十
七
日
の
遷
座
祭
へ

と
至
り
ま
し
た
�

　そ
の
後
�
戦
災
復
興
事
業
と

し
て
現
在
の
社
殿
が
竣
功
す
る

ま
で
の
二
十
年
間
�
こ
の
仮
社

殿
は
神
前
挙
式
を
始
め
と
し
て
�

大
分
市
民
の
大
切
な
人
生
儀
礼

に
関
わ
る
役
割
を
担
い
続
け
ま

し
た
�
そ
し
て
今
日
�
こ
の
建

物
は
社
殿
東
側
に
神
輿
蔵
・
絵

馬
堂
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
�

春日神社

駐車場
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出口

入口
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ヤナセ

王子神社

ＴＯＳ春日浦

中春日

大在大分港線
浜町北

春日神社西

ファミリー
マート

◎
指
定
車
両
以
外
進
入
禁
止

◎
指
定
方
向
規
制

12
月
31
日
午
後
９
時
よ
り

　１
月
７
日
午
後
３
時
ま
で

12
月
31
日
午
後
11
時
よ
り

　１
月
１
日
午
前
５
時
ま
で

１
月
１
日
午
前
10
時
よ
り

　１
月
１
日
午
後
７
時
ま
で

１
月
２
日
午
前
10
時
よ
り

　１
月
２
日
午
後
７
時
ま
で

１
月
３
日
午
前
10
時
よ
り

　１
月
３
日
午
後
７
時
ま
で

初
詣
の
ご
案
内

　例
年
三
が
日
の
初
詣
参
拝
者
は
約
三
十
万
人
を
数
え
ま
す
�

本
年
も
こ
の
多
く
の
方
々
を
お
迎
え
す
る
べ
く
準
備
に
か
か

り
ま
し
た
�
熊
手
や
福
笹
・
干
支
土
鈴
な
ど
数
多
く
の
縁
起

物
が
あ
る
中
�
社
務
所
内
で
は
神
職
巫
女
が
手
分
け
を
し
て

連
日
破
魔
矢
の
奉
製
作
業
を
行
�
て
い
ま
す
�

　駐
車
場
は
境
内
春
日
公
園
を
開
放
す
る
ほ
か
�
隣
接
の

﹁
フ
レ
ス
ポ
春
日
浦
﹂
も
利
用
で
き
ま
す
が
�
大
晦
日
か
ら

周
辺
の
進
入
路
に
つ
い
て
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
�
ま
た
�
企
業
団
体
等
の
新
年
祈
願
祭
に
つ
い
て
�

電
話
に
て
事
前
予
約
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
�

　例
年
三
が
日
の
初
詣
参
拝
者
は
約
三
十
万
人
を
数
え
ま
す
�

本
年
も
こ
の
多
く
の
方
々
を
お
迎
え
す
る
べ
く
準
備
に
か
か

り
ま
し
た
�
熊
手
や
福
笹
・
干
支
土
鈴
な
ど
数
多
く
の
縁
起

物
が
あ
る
中
�
社
務
所
内
で
は
神
職
巫
女
が
手
分
け
を
し
て

連
日
破
魔
矢
の
奉
製
作
業
を
行
�
て
い
ま
す
�

　駐
車
場
は
境
内
春
日
公
園
を
開
放
す
る
ほ
か
�
隣
接
の

﹁
フ
レ
ス
ポ
春
日
浦
﹂
も
利
用
で
き
ま
す
が
�
大
晦
日
か
ら

周
辺
の
進
入
路
に
つ
い
て
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
�
ま
た
�
企
業
団
体
等
の
新
年
祈
願
祭
に
つ
い
て
�

電
話
に
て
事
前
予
約
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
�

フレスポ春日浦

（臨時駐車場）

出
入
口

出
入
口





国道10号線の中春日交差点から
春日神社に向った場合、
右車線は春日公園内駐車場へ、
左車線はフレスポ春日浦駐車場への
進行となります。

春日神社社務所　☎097（532）5638

問い合わせ

社
報 ８


