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令
和
初
め
て
の
新
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
聖
寿
の
万
歳
と
皇
室
の
弥
栄
そ
し
て
氏
子
崇
敬
者

皆
様
の
御
隆
昌
を
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

天
皇
陛
下
に
は
五
月
一
日
の
践
祚
よ
り
、
御
一
世
一
度
の
大
嘗
祭
を
始
め
と
し
て
一
連
の

御
大
典
諸
儀
を
恙
な
く
挙
げ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
慶
祝
の
極
み
と
誠
に
お
目
出
度
く
存

じ
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

当
社
に
於
き
ま
し
て
も
十
月
二
十
二
日
に
関
係
者
参
列
の
も
と
即
位
礼
当
日
祭
を
斎
行
し

た
ほ
か
、
大
分
市
内
平
和
市
民
公
園
能
楽
堂
を
会
場
に
﹁
御
即
位
奉
祝
雅
楽
演
奏
会
﹂
を
開

催
し
、
約
五
百
名
の
来
場
者
と
と
も
に
新
帝
御
即
位
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
平
成
二
十
九
年
が
当
社
社
殿
戦
災
復
興
五
十
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
同
年
十
月
に

記
念
大
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
御
本
殿
の
お
塗
替
や
教
化
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
の
刊
行
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
昨
年
は
御
大
典
奉
祝
の
意
味
も
含
め
た
境
内
社

厳
島
社
の
拝
殿
で
あ
る
浮
殿
の
お
塗
替
、
そ
し
て
当
社
春
秋
の
大
祭
を
中
心
と
し
た
四
季
の

社
頭
風
景
ま
た
戦
災
前
の
社
殿
や
造
営
途
中
の
写
真
な
ど
を
織
り
込
ん
だ
記
録
Ｄ
Ｖ
Ｄ﹁
時

を
つ
な
ぐ
大
分
の
古
社　

春
日
神
社
﹂
を
作
成
し
、
一
連
の
事
業
を
完
了
致
し
ま
し
た
。

　

県
都
の
発
展
が
背
景
に
あ
る
と
は
い
え
、
戦
後
二
十
余
年
に
し
て
、
現
在
あ
る
こ
の
社
殿

の
造
営
に
尽
力
し
完
成
さ
れ
た
当
時
の
神
職
や
総
代
の
労
苦
は
如
何
ば
か
り
か
と
拝
察
致
し

ま
す
。
復
興
か
ら
五
十
年
を
経
た
社
殿
を
前
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
日
々
の
ご
崇
敬
を
お
寄

せ
下
さ
る
氏
子
崇
敬
者
皆
様
に
対
し
て
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
地
域
と
と
も

に
あ
る
変
わ
ら
ぬ
神
社
の
姿
を
お
守
り
し
つ
つ
、
先
人
の
ご
意
志
に
恥
じ
ぬ
よ
う
な
専
心
奉

仕
を
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昭
和
か
ら
平
成
、
そ
し
て
令
和
と
い
う
新
御
代
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
ご
関
係
皆
様
に
と

り
ま
し
て
、
令
和
二
年
が
輝
か
し
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
御
祈
念
申
し
上
げ
て
年
頭
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

２

一
月　

一
日　

歳
旦
祭

元
旦
に
あ
た
り
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
繁
栄
、

氏
子
崇
敬
者
の
安
寧
を
お
祈
り
し
ま
す
。

二
月　

九
日　

初
午
祭 

︵
摂
社  

稲
荷
神
社
︶

本
殿
の
西
側
に
鎮
座
す
る
お
稲
荷
さ
ん
の
例
祭
で

す
。
五
穀
豊
穣
と
産
業
発
展
を
祈
念
し
ま
す
。

二
月
十
一
日　

紀
元
祭

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
。

二
月
二
十
三
日　

天
長
祭

今
上
天
皇
ご
誕
生
の
日
を
慶
祝
す
る
祭
典
で
す
。

四
月
十
二
日　

春
季
大
祭
宵
祭

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
。

四
月
十
三
日　

例　

祭

当
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
。

四
月
二
十
九
日　

昭
和
祭

昭
和
天
皇
の
御
誕
生
日
に
あ
た
り
、
御
聖
徳
を
仰

ぎ
、
激
動
の
昭
和
を
偲
ぶ
祭
典
で
す
。

二
月
十
七
日　

祈
年
祭

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

っ
て
、
こ
の
一
年
間
の
恵
み
を
願
う
祭
典
で
す
。

五
月　

一
日　

摂
社
金
比
羅
社
祭

本
殿
東
側
に
鎮
座
す
る
、
通
称　

こ
ん
ぴ
ら
さ
ん 

の
例
祭
で
す
。



８

　

当
社
参
集
殿
を
会
場
と
し
て
八
月

二
十
五
日
︵
日
︶、
若
手
噺
家
と
県

内
で
活
躍
の
矢
野
大
和
氏
が
主
宰
す

る
落
語
会
に
よ
る
﹃
美
女
と
國
學
院

大
學
Ｏ
Ｌ
Ｄ 

Ｂ
Ｏ
Ｙ
ｓ
の
会
﹄
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
催
し
は
國
學

院
大
學
院
友
会
大
分
県
支
部
総
会
に

あ
わ
せ
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
大

學
Ｏ
Ｂ
で
も
あ
る
鷹
取
屋
社
宮
司
・

矢
野
大
和
氏
と
春
風
亭
朝
之
助
氏
に

加
え
、
林
家
な
な
子
・
林
家
つ
る
子
・

林
家
あ
ず
み
︵ 

三
味
線
漫
談 

︶
の

若
手
女
性
噺
家
さ
ん
が
出
演
い
た
し

ま
し
た
。

　

口
演
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
多

く
の
方
々
で
会
場
は
一
杯
と
な
り
、

最
後
ま
で
賑
や
か
な
笑
い
声
が
響

き
、
盛
況
の

内
に
閉
会
し

ま
し
た
。

國
學
院
大
學
院
友
会

落
語
会

　

当
社
で
は
我
が
国
の
伝
統
文
化
の
継
承

を
常
に
運
営
の
基
と
と
ら
え
て
諸
活
動
を

お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
る
さ
と
伝
統
文
化
協
議
会
よ

り
お
話
を
頂
き
、
十
月
十
九
・
二
十
日
の

両
日
、
当
社
秋
季
大
祭
の
神
賑
行
事
に
併

せ
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
関
連
イ

ベ
ン
ト
の
一
環
と
し
て
、
大
分
っ
子
神
楽

ま
つ
り
を
開
催
致
し
ま
し
た
。

　

時
代
を
担
う
子
供
た
ち
九
団
体
が
集
ま

り
、
多
く
の
人
出
の
中
、
日
頃
の
練
習
の

成
果
を
発
揮
し
、
舞
に
お
囃
子
に
臨
ん
で

お
り
、
大
人
に
な
い
柔
軟
さ
・
可
愛
ら
し
さ
、

な
か
に
は
大
人
顔
負
け
の
演
技
を
す
る
神

楽
座
も
あ
り
、
沢
山
の
人
々
に
和
や
か
な

時
を
与
え
て
く
れ
た
二
日
間
で
あ
り
ま
し

た
。

　

当
社

を
常

お
こ
な

Ｐ
Ｏ
法

り
お

両
日
、

せ
、
ラ

ベ
ン

ま
つ
り

　

時
代

り
、
多

成
果

お
り
、

な
か

楽
座

時
を
与

た
。

大分っ子神楽まつり
　　　in春日神社

ラグビーワールドカップ関連行事



　

昨
年
十
一
月
二
十
一
日
よ
り
十
二
月
八
日
ま
で
の
十
八
日
間
、
大
嘗
祭
が
滞
り
な
く
斎
了
し
た
皇

居
東
御
苑
に
設
け
ら
れ
た
大
嘗
宮
が
、
平
成
時
同
様
に
一
般
参
観
と
な
り
ま
し
た
。
期
間
中
紅
葉
が

見
ご
ろ
を
迎
え
た
乾
通
り
の
一
般
公
開
も
重
な
り
、
参
観
者
は
平
成
時
の
44
万
人
を
大
幅
に
上
回
る
、

約
78
万
人
も
の
人
出
と
な
り
ま
し
た
。
当
社
も
職
員
の
研
修
と
し
て
、
期
間
中
二
班
に
分
か
れ
て
参

観
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。
幅
広
い
世
代
の
日
本
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
海
外
旅
行
者
が
参

観
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
世
界
で
最
も
古
い
王
室
で
あ
る
日
本
の
皇
室
に
対
し

て
、
一
連
の
御
代
替
わ
り
に
と
も
な
う
行
事
に
国
内
外
を
問
わ
ず
、
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
現
わ

れ
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

大
嘗
祭
の
始
ま
り

　

大
嘗
祭
は
天
皇
が
即
位
後
初
め
て
お
こ
な
う
新
嘗
祭
の
こ
と
で
す
。
そ
の
祭
場
と
な
る
大
嘗
宮
は

常
設
の
建
物
で
は
な
く
、
臨
時
に
設
け
る
特
別
な
建
物
で
あ
り
、
大
嘗
祭
斎
了
後
は
直
ち
に
解
体
焼

却
さ
れ
ま
す
。
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
が
区
分
け
さ
れ
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
第
四
十
代
天
武
天
皇
の
頃

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
大
嘗
宮
を
参
観
し
て
】

【
大
嘗
宮
を
参
観
し
て
】

【
大
嘗
宮
を
参
観
し
て
】

【
大
嘗
宮
を
参
観
し
て
】

【
大
嘗
宮
を
参
観
し
て
】

大嘗宮正面　最大80分待ちになるほどに多くの人が参観

膳屋、帳殿、柴垣の壁面には「椎の和恵」
とよばれる椎の小枝を挿す

しい　　わ　え

４



大
嘗
祭
の
経
費
と
規
模

　

即
位
後
、
一
世
一
度
の
重
儀
と
さ
れ
る
大
嘗
祭
で
す
が
、
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
は
莫
大
な
経
費

を
要
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
中
世
、
室
町
戦
国
か
ら
約
二
百
年
の
間
、
国
の
動
乱
に
よ
っ
て
、
大
嘗

祭
を
お
こ
な
え
な
か
っ
た
歴
代
天
皇
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。︵
こ
の
頃
は
伊
勢
の
神
宮
の
式
年
遷

宮
も
お
こ
な
え
な
か
っ
た
ほ
ど
で
す
。︶

　

そ
の
経
費
で
す
が
、
平
成
度
は
22
億
円
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
大
嘗
宮
は
歴
史
上
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
・

形
態
で
設
営
さ
れ
、
近
代
以
降
は
大
正
・
昭
和
に
定
型
化
。
平
成
度
は
、
昭
和
大
礼
の
際
の
大
嘗
宮

に
準
じ
て
設
営
さ
れ
、
そ
の
費
用
は
14
億
円
と
な
り
ま
し
た
。
今
時
の
大
嘗
祭
は
当
初
、
27
億
円
を

見
込
み
、
大
嘗
宮
に
つ
い
て
は
物
価
の
上
昇
、
材
木
の
高
騰
な
ど
に
よ
り
19
億
円
を
見
込
ん
で
い
ま

し
た
が
、
明
治
以
降
大
嘗
宮
建
設
に
携
わ
っ
て
き
た
清
水
建
設
が
様
々
な
条
件
の
も
と
９
億
５
千
万

円
で
請
け
負
い
ま
し
た
。
基
本
的
に
は
前
回
の
平
成
度
に
準
拠
し
つ
つ
、
一
部
施
設
の
規
模
変
更
や

儀
式
の
本
義
に
影
響
の
無
い
範
囲
で
、
屋
根
材
や
構
造
材
な
ど
を
見
直
し
、
建
設
コ
ス
ト
を
抑
え
た

も
の
と
な
り
、
大
幅
な
費
用
の
削
減
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
度
と
比
べ
、
変
更
さ
れ
た
の
は
次
の
通
り
。①
皇
族
の
減

少
、
当
日
の
参
列
者
の
縮
小
に
伴
う
建
物
の
縮
小
︵
小
忌
幄
舎
、

殿
外
小
忌
幄
舎
他
︶。②
儀
式
の
本
義
に
影
響
の
な
い
範
囲
で
の

工
法
・
材
料
︵
組
立
式
・
白
帆
布
屋
根
他
︶
の
見
直
し
︵
膳
屋
、斎
庫
、

雨
儀
廊
下
他
︶。
そ
し
て
③
主
要
三
殿
︵
悠
紀
殿
、
主
基
殿
、
廻

立
殿
︶
の
屋
根
を
萱
葺
か
ら
板
葺
に
変
更
し
た
こ
と
で
す
。
昭

和
度
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
の
建
屋
が
萱
葺
で
し
た
が
、
平
成
度
は

悠
紀
・
主
基
・
廻
立
の
三
殿
の
み
を
萱
葺
と
し
、
帳
殿
、
小
忌
幄
舎
、

殿
外
小
忌
幄
舎
、
膳
屋
及
び
斎
庫
に
つ
い
て
は
ウ
ッ
ド
シ
ン
グ

ル
︵
カ
ナ
ダ
杉
の
割
り
板
︶
の
板
葺
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

今
次
は
主
要
三
殿
も
板
葺
と
な
り
、
古
え
か
ら
の
伝
統
・
文
化

が
ま
た
一
つ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
で
す
。

報
道
等
で
も
費
用
面
の
数
字
ば
か
り
が
先
導
し
、
祭
儀
の
継
承
、

技
術
者
の
技
の
伝
承
な
ど
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
べ
き
事
案
は
ほ

と
ん
ど
議
論
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で

す
が
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
熟
慮
に
熟
慮
を
重
ね
た
上
で
の
結

論
と
な
っ
た
の
だ
と
信
じ
た
い
も
の
で
す
。

皮付きの　（ヤチダモ）で作られた神門

垣根に使用したよしず・柴垣は皇居庭園にて再利用

５



６

解
体
後
の
行
く
末

　

祭
儀
後
、
建
屋
は
全
て
解
体
さ
れ
、
材
木
は
焼
却
す
る
こ
と
が
慣
例
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
度
は
全
て
焼
却
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
当
時
、
多
く
の
批
判
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
か
つ
て
大
正
・
昭
和
の
際
は
、

大
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
た
京
都
周
辺
の
寺
社
や
教
育
施
設
、
公
共
施
設
等
に
建
物
や
材
木
が
御
下
賜
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り

ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
今
次
、
宮
内
庁
で
は
政
教
分
離
や
コ
ス
ト
面
の
問
題
、
さ
ら
に
は
無
乾
燥
の
部
材
や
接
続
部
に
く
ぎ

穴
や
溝
な
ど
が
あ
り
、
製
材
し
て
住
宅
建
材
に
す
る
に
は
不
向
き
な
こ
と
か
ら
、
火
力
発
電
の
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
と
し

て
、
再
利
用
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
今
般
も
台
風
、
地
震
等
に
て
被
災
さ
れ
各
寺
社
や
施
設
に
払
い
下
げ
れ
ば
、

被
災
者
の
励
ま
し
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
や
む
を
得
ず
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
柴
垣

や
よ
し
ず
、
砂
利
に
つ
い
て
は
皇
居
内
、
赤
坂
御
用
地
で
垣
根
や
庭
園
の
補
修
工
事
の
材
料
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
す
。

内
削
ぎ
千
木
の
悠
紀
殿︵
手
前
︶

大嘗宮後方　天皇陛下が潔斎される廻立殿（左）　外削ぎ千木の主基殿（右）

大
嘗
宮
の
材
料

　

大
嘗
宮
の
材
料
に
つ
い
て
は
申
す
ま
で
も
な
く
国
産
の
材
木
を
使
用
し
ま
す
。︵
平
成
度
は
一
部
外
材
を
使
用
。
前
述

の
通
り
。︶
鳥
居
形
式
の
神
門
に
使
用
す
る
北
海
道
産
の　

︵
ヤ
チ
ダ
モ
︶
皮
付
丸
太
を
始
め
、
長
野
県
産
の
唐
松
皮
付

丸
太
、
静
岡
県
産
の
杉
皮
付
丸
太
、
そ
の
他
に
も
奈
良
県
、
京
都
府
等
か
ら
も
調
達
さ
れ
、
そ
の
量
は
550
㎥
に
も
な
り
ま
す
。

ま
た
大
嘗
宮
は
大
小
約
40
棟
の
建
屋
で
構
成
さ
れ
、
悠
紀
殿
と
主
基
殿
お
よ
び
廻
立
殿
は
、
皮
付
き
の
丸
太
を
そ
の
ま

ま
を
使
用
す
る
﹁
黒
木
造
り
﹂
と
呼
ば
れ
る
古
代
工
法
そ
の
ま
ま
の
簡
素
な
造
り
と
な
り
、
柱
は
唐
松
の
黒
木
、
悠
紀

殿
と
主
基
殿
の
二
棟
は
屋
根
上
に
千
木
︵
悠
紀
殿
は
平
ら
の
内
削
ぎ
、
主
基
殿
は
垂
直
の
外
削
ぎ
︶
と
勝
男
木
を
備
え

て
い
ま
す
。
大
嘗
宮
の
起
源
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
奈
良
・
平
城
京
跡
よ
り
そ
の
遺
構

が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
平
安
時
代
の
﹁
貞
観
儀
式
﹂
等
に
沿
っ
た
大
嘗
宮
が
現
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
清
水
建

設
で
は
﹁
出
雲
大
社
平
成
の
大
遷
宮
﹂
を
納
め
た
熟
練
の
工
事
長
を
責
任
者
に
据

え
、
社
寺
建
築
の
経
験
者
を
集
め
た
全
社
横
断
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
結
成

し
、
全
国
よ
り
宮
大
工
を
集
結
さ
せ
、
事
に
あ
た
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
五
日
間

で
設
営
さ
れ
て
い
た
大
嘗
宮
で
す
が
、
近
年
は
約
半
年
ほ
ど
か
け
て
設
営
。
工
事

が
最
盛
期
を
迎
え
る
八
月
下
旬
か
ら
は
120
人
に
上
る
宮
大
工
が
腕
を
競
い
あ
い
、

見
事
完
成
し
ま
し
た
。



７

ラグビーワールドカップ関連行事

　

昨
年
、
わ
が
国
で

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド

カ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
、

そ
の
う
ち
大
分
市
昭

和
電
工
ド
ー
ム
で
は

五
試
合
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
大
分
市
他
か

ら
の
依
頼
に
よ
り
、

当
社
を
含
め
た
市
内

五
社
の
神
輿
会
か
ら
な
る
﹁
豊
後

神
輿
を
繫
継
す
る
会
﹂
の
青
年
た

ち
が
期
間
中
お
よ
そ
一
ヶ
月
に
わ

た
り
、Ｗ
杯
開
催
を
盛
り
上
げ
る
べ

く
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。﹁
豊
後

神
輿
と
の
出
会
い
﹂
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
県
立
美
術
館
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｍ
に

各
社
の
神
輿
を
展
示
。
当
社
に
残

る
府
内
藩
主
大
給
松
平
家
か
ら
奉

納
さ
れ
た
大
神
輿
も
三
十
数
年
ぶ

り
に
繰
り
出
し
、
今
秋
市
中
心
部

に
完
成
し
た
ば
か
り
の
﹁
祝
祭
の

広
場
﹂
で
の
イ
ベ
ン
ト
の
参
加
や
、

フ
ァ
ン
ゾ
ー
ン
で
は
海
外
か
ら
の

来
県
者
に
も
神
輿
練
を
体
験
し
て

も
ら
う
な
ど
、
県
を
あ
げ
て
盛
り

上
が
る
Ｗ
杯
に
華
を
添
え
ま
し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
会
場
他
で
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
会
場
他
で
の

イ
ベ
ン
ト
参
加

イ
ベ
ン
ト
参
加

パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ
会
場
他
で
の

イ
ベ
ン
ト
参
加

祝祭の広場にてチキリンばやしの披露

府内藩主大給松平家奉納大神輿

神
輿
く
ぐ
り
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即
位
礼
正
殿
の
儀
に
合
わ

せ
た
十
月
二
十
二
日
に
、
当

社
主
催
の
御
即
位
奉
祝
雅
楽

演
奏
会
を
開
催
い
た
し
ま
し

た
。
会
場
で
あ
る
大
分
市
能

楽
堂
に
は
約
五
百
名
の
参
観

者
が
来
場
、
始
め
に
宮
司
か

ら
﹁
新
帝
の
御
即
位
を
心
か

ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
し
ょ

う
﹂
と
挨
拶
。
演
奏
は
蓬
莱

雅
楽
会
が
担
当
し
、
ま
ず
慶
事
に
ふ
さ
わ
し
く
﹁
君
が
代
﹂

を
合
奏
、
続
い
て
管
絃
﹁
平
調
音
取
﹂﹁
鶏
徳
﹂﹁
五
常
楽
﹂

と
舞
楽
﹁
陵
王
﹂﹁
落
蹲
﹂﹁
長
慶
子
﹂
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

御
大
典
を
記
念
し
奉
祝
事
業
と

い
た
し
ま
し
て
、
経
年
に
よ
る
退

色
・
剥
落
が
目
立
っ
て
い
た
浮
殿

の
塗
り
替
え
工
事
を
行
い
ま
し

た
。
色
鮮
や
か
に
塗
り
な
お
さ
れ

た
こ
と
で
、
池
に
映
る
姿
も
際
立

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

記
念
事
業

記
念
事
業

奉
祝
行
事

奉
祝
行
事

雅
楽
演
奏
会

雅
楽
演
奏
会

奉
祝
行
事

雅
楽
演
奏
会

奉
祝
事
業

奉
祝
事
業

厳
島
社
浮
殿

厳
島
社
浮
殿　

塗
替
塗
替

奉
祝
事
業

厳
島
社
浮
殿　

塗
替

大嘗祭前二日大祓式

　

天
皇
陛
下
に
は
昨
秋
、
御
即
位
に
伴
う
一
連

の
行
事
の
中
、
最
も
重
儀
と
さ
れ
る
即
位
礼
正

殿
の
儀
、
並
び
に
大
嘗
祭
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。

︻
即
位
礼
正
殿
の
儀
︼
︵
十
月
二
十
二
日
︵
火
︶︶

　

ま
ず
午
前
九
時
、
即
位
の
旨
を
宮
中
三
殿
賢

所
に
御
奉
告
。
当
日
は
昨
晩
よ
り
続
く
雷
雨
や

強
風
の
荒
れ
模
様
の
天
候
で
あ
り
、
国
民
ひ
と

し
く
心
配
す
る
中
、
午
後
一
時
に
な
り
ま
す
と

風
は
ピ
タ
リ
と
止
み
、
晴
れ
間
が
見
え
だ
し
ま

し
た
。
儀
式
に
は
束
帯
・
十
二
単
姿
の
成
年
皇

族
を
始
め
、
国
内
よ
り
安
倍
総
理
大
臣
を
始
め

各
界
の
代
表
、
そ
し
て
海
外
よ
り
王
室
や
国
の

元
首
等
百
七
十
四
か
国
、
総
勢
約
二
千
人
が
参

列
。
天
皇
陛
下
は
高
御
座
に
登
ら
れ
、
即
位
を

内
外
に
宣
明
さ
れ
ま
し
た
。

︻
大
嘗
祭
︼︵
十
一
月
十
四
日
︵
木
︶〜
十
五
日
︵
金
︶︶

　

十
四
日
夕
刻
よ
り
十
五
日
未
明
に
か
け
て
皇

居
東
御
苑
内
に
設
け
ら
れ
た
大
嘗
宮
に
て
皇
位

継
承
に
伴
う
一
世
一
度
の
重
要
な
祭
儀
、
大
嘗

祭
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。
当
日
は
斎
田
と
し
て
特

別
に
選
ば
れ
た
悠
紀
国
栃
木
県
の
献
穀
米
﹁
と

ち
ぎ
の
星
﹂、
主
基
国
京
都
府
の
献
穀
米
﹁
キ

ヌ
ヒ
カ
リ
﹂
を
始
め
、
全
国
各
県
よ
り
特
産
品

五
種
が
庭
積
の
机
代
物
と
し
て
御
神
前
に
御
供

え
さ
れ
ま
し
た
。︵
大
嘗
宮
に
つ
い
て
は
次
頁

に
掲
載
︶

　

当
社
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
日
に
併
せ
当
日
祭
を

斎
行
致
し
ま
し
た
。
即
位
礼
当
日
祭
に
は
総
代
・

敬
婦
・
氏
青
や
関
係
各
位
が
参
列
。
ま
た
境
内

に
は
大
嘗
祭
当
日
ま
で
の
期
間
中
、
御
即
位
を

お
祝
い
し
て
の
記
帳
所
を
設
け
、
約
三
千
人
の

方
が
記
帳
さ
れ
ま
し
た
。

　

尚
、
記
帳
簿
に
つ
き
ま
し
て
は
県
神
社
庁
を

通
じ
て
宮
内
庁
へ
お
届
け
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
大
嘗
祭
当
日
祭
に
先
立
ち
、
宮
中
同

様
に
﹁
前
二
日
大
祓
式
﹂
を
行
な
い
、
祭
典
当

日
に
は
通
年
の
新
嘗
祭
に
献
じ
る
新
穀
や
黒
酒

白
酒
に
加
え
て
、
庭
積
の
机
代
物
と
し
て
大
分

県
献
納
の　

ひ
じ
き
、
か
ん
し
ょ
、
干
し
椎
茸
、

梨
、
か
ぼ
す　

を
御
神
前
に
供
え
、
我
が
国
の

平
安
、
御
皇
室
の
弥
栄
を
祈
念
申
上
げ
ま
し
た
。

即
位
礼
当
日
祭

即
位
礼
当
日
祭

　

並
大
嘗
祭
当
日
祭

　

並
大
嘗
祭
当
日
祭

即
位
礼
当
日
祭

即
位
礼
当
日
祭

　

並
大
嘗
祭
当
日
祭

　

並
大
嘗
祭
当
日
祭

即
位
礼
当
日
祭

　

並
大
嘗
祭
当
日
祭
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◎
全
国
神
社
総
代
会
規
定
表
彰

　

　

責
任
役
員　

 

長
瀬　

良
理

◎
神
社
庁
定
例
表
彰

　
　

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

　
　
　
　
　

宮
司　

 

宮
本　
　

之

◎
神
社
庁
大
分
支
部
定
例
表
彰

　
　

永
年
勤
続
︵
二
〇
年
︶

　
　
　
　
　

総
代　

 

太
田　

光
則

　

令
和
元
年　

八
月
三
十
一
日
付

 

　

　

用
務
員　

田
中　
　

香

春日物語 お年玉フェア

プラン内容プラン内容

◎挙式

◎衣裳

◎写真

詳しくはお問い合わせください。

春日神社　婚礼担当

TEL 097-532-5638

受付時間　9：30〜17：00

特式（雅楽生演奏、巫女舞）

紋付袴、白無垢（かつら、着付、メイク含む）

親族集合、お二人の正式写真（六切り）

前撮りや引出物の手配、お食事
会場のご紹介なども承ります。

見
学
当
日
に
仮
予
約
頂

い
た
方
に
、
素
敵
な
成
約

特
典
を
ご
用
意
し
て
お

り
ま
す
。
初
詣
の
お
り
、

開
催
中
の
好
き
な
時
間

に
ぜ
ひ
訪
れ
て
み
て
く

だ
さ
い
。※

ご
予
約
優
先

◎

令
和
二
年
一
月
三
日
〜　

十
五
日

九
時
三
十
分
〜
十
七
時

挙式プラン 250,000円（税込）
※別途、挙式申込金1,000円

挙式プラン 250,000円（税込）

【挙式プランのご紹介】
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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

駐車場

␃

出口

入口

ソフトパーク

パッケージ
プラザ津留

ヤナセ

王子神社

ＴＯＳ春日浦

中春日

大在大分港線←別府

浜町北

春日神社西

フレスポ春日浦

（臨時駐車場）

␃

　

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
っ
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
は
交
通
規
制
が
行

わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

　

昔
か
ら
日
本
で
は
災
難
の
起
こ
り
や
す
い
年
廻
り
と
し
て
、
あ
る
時
期
の
年
齢

を
﹁
厄
年
﹂
と
し
て
忌
み
慎
ん
で
き
ま
し
た
。
厄
年
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
男

性
が
25
歳
・
42
歳
・
61
歳
、
女
性
が
19
歳
・
33
歳
・
37
歳
で
、
特
に
男
性
の
42
歳
、

女
性
の
33
歳
は
大
厄
と
言
わ
れ
、
そ
の
前
年
を
前
厄
、
当
年
を
本
厄
、
翌
年
を
後

厄
と
し
て
前
後
３
年
間
を
特
に
忌
み
慎
む
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
厄
年
の
年
齢
は
、
社
会
的
に
も
重
要
な
役
割
を
担
う
時
期
に
も
あ
た
り
ま

す
。
厄
年
と
い
う
の
は
現
代
の
生
活
に
も
あ
て
は
ま
る
人
生
の
転
回
期
で
あ
り
、

肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
調
子
を
崩
し
や
す
い
注
意
す
べ
き
時
期
と
も
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　

謙
虚
に
、
感
謝
の
心
で
神
様
に
手
を
合
わ
せ
、
神
々
の
ご
加
護
で
無
事
に
過
ご

せ
る
よ
う
お
祈
り
く
だ
さ
い
。
神
社
で
は
い
つ
で
も
厄
祓
い
の
ご
祈
願
を
奉
仕
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

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
8
時
よ
り　

1
月
1
日
午
後
8
時
ま
で

1
月
２
日
午
前
8
時
よ
り　

1
月
2
日
午
後
7
時
ま
で

1
月
３
日
午
前
8
時
よ
り　

1
月
3
日
午
後
7
時
ま
で

厄
祓
い

厄
祓
い
の

ご
案
内
案
内

厄
祓
い
の

ご
案
内

〈令和２年の厄年表〉

2541424361193233343761

55 ８54533514元63625935

※年齢は数え年

女　 性 男　 性

※
 

※
 

61

初
詣
初
詣
の

ご
案
内
案
内


