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た
そ
が
れ
は

昼
と
夜
が
交
差
す
る

美
し
い
ひ
と
時
で
す

千
年
楠
の
下

薄
明
に
浮
か
び
あ
が
る

朱
色
の
社
殿
と

足
元
を
照
ら
す

行
燈
の
灯
り
が

二
人
の
し
あ
わ
せ
を

紡
ぎ
だ
し
ま
す

神
あ
か
り
式ち

よ
の

ゆ
い

お
問
い
合
わ
せ

春
日
神
社
婚
礼
担
当

〈お問い合わせ・ご予約〉春日神社　婚礼担当
TEL：097-532-5638

〇
九
七
‐
五
三
二
‐
五
六
三
八
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一
日
一
組
限
定

本
殿
・
雅
楽
生
演
奏
・
巫
女
舞

「乙女の巻」春日神社婚礼 春日物語

令和６年１２月１５日（日）14時～16時

男性・お子様も参加できます。デザート＆ドリンク付

～ kasuga ワークショップ～

秀絃会

御菓子司 讃州堂 結（むすぶ）ここちよ

ＩＮ ＴＨＥ ＥＡＳＴ

古典のしらべを体験
「箏（こと）体験レッスン」
先着 8名様／参加費：2,300 円

＊貸箏爪料無料

神社で作る初めての
「レザーのミニウォレット」
先着 10名様／参加費：2,300 円

＊小学生以上対象、
小学生は保護者同伴

老舗菓子司職人による
「ねりきり細工」

先着10名様／参加費：3,300 円
＊エプロンと手拭き
　タオルを持参下さい

ココロ華やぐ日本の伝統工芸
「箸袋の水引飾り」

先着16名様／参加費：1,300 円
＊8歳以下は保護者同伴



　
令
和
六
年
も
早
や
師
走
と
な
り
ま
し
た
。
歳
末
に
あ
た
り
一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
は
、
去
る
十
一
月
九
日
十
日
の
二
日
間
に
亘
り
本
県
に
於
い
て
開
催
さ
れ

た
﹁
第
四
十
三
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
﹂
ご
臨
席
の
た
め
行
幸
啓
せ
ら
れ
ま
し
た
。
本
紙

中
に
も
そ
の
御
様
子
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
が
、
多
く
の
県
民
が
国
旗
の
小
旗
を
振
り
な
が
ら
お

迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
両
陛
下
に
は
親
し
く
お
応
え
賜
り
ま
し
た
。
私
た
ち
神
社
関
係
者
は
、

今
回
も
沿
道
の
皆
様
に
国
旗
を
配
布
し
て
お
迎
え
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

皇
室
と
国
民
と
の
暖
か
い
交
流
に
、
変
わ
ら
な
い
美
し
い
日
本
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
得
ま
し
た
。

　
さ
て
本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
で
は
去
る
四
月
に
天
皇
陛
下
の
御
聴
許
を
賜
り
、
第
六
十
三
回
神
宮
式

年
遷
宮
に
向
け
諸
儀
が
始
ま
り
ま
す
。
五
月
に
斎
行
さ
れ
ま
す
山
口
祭
か
ら
い
よ
い
よ
令
和
十
五

年
秋
の
遷
御
に
至
る
ま
で
国
民
総
奉
賛
の
も
と
、
滞
り
な
く
執
り
進
め
ら
れ
ま
す
よ
う
当
社
と
致

し
ま
し
て
も
努
力
し
て
参
り
た
く
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　
令
和
六
年
は
元
日
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
を
皮
切
り
に
、
洪
水
や
酷
暑
な
ど
自
然
災
害
に

見
舞
わ
れ
た
一
年
で
し
た
。
ま
た
政
治
経
済
に
お
い
て
も
落
ち
着
き
の
な
い
不
安
定
な
状
況
に
あ

っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
パ
リ
五
輪
で
の
日
本
人
選
手
の
、
ま
た
大
リ
ー
グ
大

谷
選
手
の
活
躍
に
多
く
の
国
民
が
元
気
と
笑
顔
を
貰
い
ま
し
た
。

　
迎
え
る
年
は
乙
巳
年
、﹁
努
力
を
重
ね
、
物
事
を
安
定
さ
せ
て
い
く
年
﹂
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
氏

子
崇
敬
者
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
輝
か
し
き
良
き
年
と
な
り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
是
非
と
も
吉
例
に
な
ら
い
新
春
の
御
社
頭
に
お
越
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上

げ
ま
し
て
、
御
礼
方
々
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
年
間
の
罪
穢
れ
を
祓
っ
て
新
年
を
迎
え
る
た
め

に
心
身
を
清
め
る
と
と
も
に
、
行
く
年
へ
の
感
謝

を
祈
念
し
ま
す
。

一
月
　
一
日
　
歳
旦
祭

十
二
月
三
十
一
日
　
師
走
大
祓
式
・
除
夜
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
十
一
日
　
紀
元
祭

令
和
七
年
は
皇
紀
二
六
八
五
年
、
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
　
六
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
二
十
三
日
　
天
長
祭

今
上
天
皇
御
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
。

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
。

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
。

２９３

　

去
る
十
一
月
九
日
〜
十
日
に
か
け
て
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
は
本
県
大
分
市

な
ら
び
に
別
府
市
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
﹁
第
四
十
三
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く

り
大
会
﹂︵
海
洋
環
境
・
水
産
資
源
の
変
化
に
対
応
し
て
わ
が
国
漁
業
の
振
興
発

展
を
目
的
と
す
る
︶
に
御
臨
席
の
た
め
行
幸
啓
な
ら
れ
ま
し
た
。
両
陛
下
の
御

来
県
は
平
成
三
十
年
の
国
民
文
化
祭
以
来
︵
当
時
の
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
︶
で
、

ま
た
御
即
位
後
初
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
沿
道
各
所
と
御
宿
泊
所
ま
た
会
場
周

辺
で
は
多
く
の
県
民
が
国
旗
の
小
旗
を
手
に
お
出
迎
え
致
し
ま
し
た
。

　

こ
の
﹁
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
﹂
の
第
一
回
が
本
県
開
催
で
ス
タ
ー
ト
し
た

こ
と
も
あ
り
、
陛
下
は
御
挨
拶
の
中
で
こ
の
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
、
関
係
者

に
労
い
の
御
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
社
で
は
両
日
に
わ
た
り
総
代
や
敬
神
婦
人
会
が
お
出
迎
え
に
参
加
し
た
ほ

か
、
職
員
は
大
分
県
神
社
庁
大
分
支
部
員
と
し
て
国
旗
の
配
布
活
動
を
行
い
ま

し
た
。

天皇皇后両陛下大分県行幸啓
歳
末
ご
挨
拶



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

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
。
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
く
だ
さ
い
。
駐
車
場
は
当
社
境
内
地
の
﹁
春

日
公
園
﹂
か
、
隣
接
す
る
﹁
フ
レ
ス
ポ
春
日
浦
﹂
︵
一
月
一
日
〜
三
日
ま
で
︶
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
ま
た
境
内
、
駐
車
場
と
も
に
禁
煙
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
古
来
よ
り
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

に
は
前
厄
・
本
厄
・
後
厄
の
三
年
間
が
あ
り
、
そ
の
年
齢
は
社
会
的

に
も
重
要
な
役
割
を
担
う
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
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
言
え
ま
し
ょ
う
。
令
和
七
年

の
厄
年
は
次
の
と
お
り
で
す
。

12 
月
31
日
午
後
9
時
よ
り
　
１
月
８
日
午
後
２
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
　
午
後
8
時
ま
で

１
月
２
日
午
前
8
時
よ
り
　
午
後
7
時
ま
で

１
月
３
日
午
前
8
時
よ
り
　
午
後
7
時
ま
で

厄 祓 い の ご 案 内

〈令和７年の厄年表〉

2541424361193233343761

60 1359584019６５４
64
・

元

40

※年齢は数え年

女　 性 男　 性

４５

令和７年

帯祝い　戌の日について 厄祓いのご案内

【
初
詣
　
神
社
周
辺
交
通
規
制
の
ご
案
内
】

◎
指
定
車
両
以
外
進
入
禁
止

◎
指
定
方
向
規
制

　妊娠５か月目に入った妊婦さんが

腹帯を締めて出産の無事を祈る安産

祈願。十二支の中で多産なのにお産

が軽いといわれる犬にあやかり、戌

の日に祈願をおこなう方が近年増え

ています。１月～６月までの戌の日
は次の通りです。

１月　　 

２月　　 

３月　　 

４月　　

５月　　

６月　　

５日

10日

６日

11日

５日

10日

・

・

・

・

・

・

・

　

・

　

・

17日

22日

18日

23日

17日

22日

29日

30日

　

29日

【
縁
起
物
の
事
前
授
与
に
つ
い
て
】

　

●
　

●

破
魔
矢
・
熊
手
・
土
鈴
等
の
縁
起
物
は
、十
二
月
二
十
一
日︵
土
曜
日
・
冬
至
︶

か
ら
社
頭
に
て
お
受
け
で
き
ま
す
。

神
札
・
御
守
は
年
間
を
通
じ
て
授
与
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
都
合
の
よ

い
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

︵
年
内
の
社
頭
で
の
授
与
時
間  

八
時
三
十
分
〜
十
七
時  

於 

守
札
授
与
所
︶

【
神
札
・
御
守
・
縁
起
物
の
授
与
時
間
】

　　

●
　

●

十
二
月
三
十
一
日　

二
十
三
時　

〜　

一
月
一
日　

二
十
二
時
半

一
月
二
日　
　
　
　

七
時　
　

〜　

二
十
時

一
月
三
日　
　
　
　

七
時　
　

〜　

十
九
時

一
月
四
日
・
五
日　

七
時
半　

〜　

十
七
時
半

一
月
六
日　
　
　
　

六
時
半　

〜　

十
八
時

一
月
七
日　
　
　
　

七
時　
　

〜　

十
七
時

一
月
八
日
以
降　
　

八
時
半　

〜　

十
七
時

御
朱
印
は
大
晦
日
よ
り
書
置
き
︵
紙
︶
の
み
の
授
与
と
し
ま
す
。︵
一
月
十
四

日
︵
火
︶
か
ら
直
書
き
対
応
︶

お
み
く
じ
の
結
び
所
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
引
い
た
お
み
く
じ
は
境
内

に
設
置
し
た
専
用
の
箱
に
納
め
て
い
た
だ
く
か
、持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

初
詣
に
あ
た
り
、左
記
の
内
容
を
ご
確
認
頂
き
お
越
し
く
だ
さ
い
。

三
が
日
に
限
ら
ず
混
雑
を
さ
け
て
の
初
詣
参
拝
に
、ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
七
年

　
春
日
神
社
初
詣
の
ご
案
内

【
ご
祈
願
に
つ
い
て
】

　

●
　

●
　

●
　

●

  

●

  

○

受
付
時
間

︵
個
　
　
人
︶午
前
九
時
〜
午
後
五
時  

︵
団
体
企
業
︶事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

申
込
み

家
内
安
全
や
厄
除
な
ど
個
人
の
祈
願
の
申
込
み
は
当
日
の
受
付
と
な
り
ま

す
。
企
業
・
団
体
の
祈
願
に
つ
い
て
は
電
話
で
の
事
前
予
約
を
承
っ
て
お

り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

初
穂
料

個
人
祈
願
六
千
円　

企
業
団
体
祈
願　

一
万
五
千
円
〜

祈
願
場
所

一
日
〜
七
日
︵
五
日
を
除
く
︶
ま
で
の
個
人
祈
願
は
本
殿
左
隣
の
儀
式
殿

で
、
企
業
団
体
祈
願
は
本
殿
に
て
お
こ
な
い
ま
す
が
、
時
間
が
重
な
っ
た
場

合
は
儀
式
殿
と
な
り
ま
す
。

受
付
場
所

期
日
に
よ
り
受
付
場
所
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
場
所
に

つ
い
て
は﹁
新
年
祈
願
受
付
﹂
の
看
板
に
て
表
示
し
ま
す
。

　

︵
個　
　

人
︶一
月
一
日︵
水
︶〜
一
月
七
日
︵
火
︶　

於 

参
集
殿

　
　
　
　
　
　

※

五
日
︵
日
︶は
守
札
授
与
所

　

︵
団
体
企
業
︶一
月
一
日︵
水
︶〜
一
月
三
日
︵
金
︶　

於 

参
集
殿

　
　
　
　
　
　

一
月
四
日︵
土
︶
・
六
日︵
月
︶・
七
日
︵
火
︶　

於 

本
殿

　
　
　
　
　
　

※

五
日
︵
日
︶は
守
札
授
与
所

※
一
月
八
日︵
水
︶以
降
は
テ
ン
ト
に
て
そ
れ
ぞ
れ
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

正
月
期
間
中
、
参
拝
が
難
し
い
方
の
た
め
に
郵
送
祈
願
を
承
っ
て
お
り
ま

す
。ご
希
望
の
方
は
社
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

︵
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
九
七-

五
三
二-

五
六
三
八
︶
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古
札
御
守
の

　
　
お
焚
き
上
げ

こ
さ
つ

ご
家
庭
や
会
社
な
ど
で
お

祀
り
し
た
神
札
や
御
守
は

古
札
納
所
に
お
納
め
く
だ

さ
い
。

お
納
め
可
能
な
も
の
は
神

社
で
お
受
け
い
た
だ
い
た

も
の
と
、
し
め
飾
り
︵
橙

は
外
す
︶
に
限
り
ま
す
。

門
松
・
鏡
餅
・
結
納
飾
り
・

ぬ
い
ぐ
る
み
・
人
形
・
財

布
・
衣
類
な
ど
は
、
神
社

で
焼
納
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
協
力
の
程
お
願
い

し
ま
す
。

　

春
日
公
園
に
あ
る
蓬
莱
山
の
西
側
に
、
木
立
に
囲
ま
れ
て
﹁
賢
女
起
世
之
碑
︵
け

ん
じ
ょ
き
せ
の
ひ
︶﹂
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

起
世
︵
甲
斐
き
せ
︶
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り
の
頃
、寛
政
年
間
︵
一
七
六
〇
年
頃
︶

大
分
市
元
町
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

十
歳
に
上
が
る
前
に
父
母
を
相
次
い
で
亡
く
し
、
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
起
世

は
大
分
市
竹
中
に
い
た
遠
縁
の
親
戚
に
身
を
寄
せ
ま
す
。
そ
こ
で
野
良
仕
事
な
ど

の
手
伝
い
奉
公
を
し
な
が
ら
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
の
で
し
た
。

　

十
九
歳
の
時
に
転
機
が
起
こ
り
ま
す
。
笠
和
町
に
住
む
甲
斐
房
吉
の
元
へ
嫁
ぐ

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
房
吉
と
そ
の
母
親
と
の
三
人
で
の
生
活
が
始
ま
り
、
仲
睦

ま
じ
く
暮
ら
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
し
ば
ら
く
す
る
と
、
房
吉
は
体
の
自
由
が
全
く
利
か
な
く
な
る
難
病
に

か
か
り
仕
事
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
起
世
は
夫
と
年
老
い
た
姑
を
抱
え
、
一
家

を
支
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
寝
食
を
忘
れ
て
働
き
、
家
族
を
養
っ
て
い
た
当

時
の
様
子
に
つ
い
て
﹁
夫
の
病
気
次
第
に
さ
し
重
り
自
由
か
な
わ
ず
一
間
に
引
き

こ
も
り
打
ち
ふ
し
、
気
う
つ
致
す
べ
し
︵
た
い
く
つ
す
る
で
し
ょ
う
︶
と
、
手
業

の
ひ
ま
に
は
背
負
い
て
屋
敷
内
を
徘
徊
し
、
あ
る
い
は
手
足
冷
え
候
時
は
肌
に
て

暖
め
・
・
・
﹂︵
藩
行
賞
行
書
︶
と
書
物
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
哀
哀
父
母
、
恩
が
深
め
る
縁

　

さ
ら
に
は
、
起
世
が
父
を
亡
く
し
た
二
歳
の
頃
に
実
母
が
頼
り
に
し
て
い
た
修

験
者
が
、
落
ち
ぶ
れ
た
姿
で
起
世
を
訪
ね
て
き
ま
す
。
起
世
は
家
族
二
人
に
加
え
、

恩
義
の
あ
る
修
験
者
の
面
倒
を
見
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
貧
し
さ
や
大
変
な
労

苦
も
い
と
わ
ず
、
男
手
も
か
な
わ
ぬ
働
き
ぶ
り
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
看
病
が
続
き
ま
し
た
が
、
や
が
て
三
人
と
も
こ
の
世
を
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
孤
独
に
な
っ
た
起
世
は
そ
れ
で
も
な
お
、
自
分
が
孝
養
を
三
人
に
尽
く
せ

切
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
い
ま
し
た
。
そ
の
思
い
は
幼
か
っ
た
頃
死
別
し
た

実
の
父
母
に
も
及
び
ま
し
た
。
こ
う
し
た
心
情
か
ら
起
世
は
家
族
の
供
養
を
努
め

る
こ
と
に
専
念
し
始
め
ま
す
。

　

命
日
に
な
る
と
花
や
香
を
手
に
墓
参
を
欠
か
さ
ず
、
夏
に
な
れ
ば
﹁
蚊
に
刺
さ

れ
な
い
よ
う
に
﹂
と
、
実
父
母
等
上
記
五
人
の
位
牌
を
暑
い
時
期
に
は
蚊
帳
の
中

に
移
し
た
り
、
う
ち
わ
で
あ
お
い
だ
り
し
ま
し
た
。
寒
い
冬
に
は
位
牌
を
懐
に
入

れ
て
暖
め
る
な
ど
、
生
き
て
い
る
時
と
同
じ
よ
う
に
接
し
続
け
ま
し
た
。
こ
う
し

た
様
子
に
気
が
変
に
な
っ
た
の
で
は
と
陰
口
を
た
た
く
人
も
い
ま
し
た
が
、
一
向

に
気
に
せ
ず
、
ま
た
年
が
ま
だ
若
か
っ
た
の
で
再
婚
を
進
め
る
人
も
い
ま
し
た
が
、

孝
行
を
尽
く
す
こ
と
が
勤
め
と
し
て
独
身
の
ま
ま
過
ご
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
﹁
恩
義
﹂
に
ひ
た
す
ら
生
き
よ
う
と
す
る
起
世
の
姿
は
当
時
、
人
々

の
中
で
大
変
な
感
動
を
呼
び
ま
し
た
。
広
ま
っ
た
話
は
と
う
と
う
府
内
藩
主
大
給

松
平
近
説
︵
お
ぎ
ゅ
う
ま
つ
だ
い
ら
ち
か
よ
し
︶
候
の
耳
に
も
届
き
ま
し
た
。

　

藩
主
は
﹁
領
内
の
手
本
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
領
外
に
も
誇
れ
る
婦
人
で

あ
る
﹂
と
し
て
こ
の
上
な
く
満
足
し
、
さ
ら
に
多
く
の
人
へ
ふ
れ
知
ら
せ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
起
世
五
十
五
歳
の
折
に
は
特
別
な
計
ら
い
を
も
っ
て
終
生
の
扶
持
︵
今

の
年
金
︶
が
与
え
ら
れ
、
毎
年
正
月
に
は
府
内
城
中
に
召
し
出
さ
れ
て
も
て
な
し

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
二
年
、
八
十
歳
ま
で
長
生
き
し
て
没
し
た
起
世
で
し
た
が
、
人
々
の
敬
愛

を
受
け
な
が
ら
穏
や
か
な
余
生
を
送
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
見
返
り
を
求
め
な
い
生
き
方

　

明
治
十
三
年
、
有
志
に
よ
っ
て
起
世
の
徳
行
を
称
え
後

世
に
伝
え
よ
う
と
い
う
声
が
高
ま
り
、﹁
賢
女
起
世
之
碑
﹂

が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
題
字
は
当
時
の
政
府
で
最
も
高
い

地
位
に
あ
っ
た
太
政
大
臣
﹁
三
条
実
美
︵
さ
ん
じ
ょ
う
さ

ね
と
み
︶﹂
の
筆
に
て
刻
ま
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
経
緯

は
不
明
で
す
が
、
こ
れ
は
非
常
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。

　

社
会
や
多
く
の
人
の
た
め
に
重
要
な
仕
事
を
し
た
人
、

目
立
た
な
く
て
も
大
切
な
仕
事
を
こ
つ
こ
つ
と
長
年
続
け

た
人
、
誰
か
を
救
う
た
め
に
力
を
尽
く
し
た
人
―
―
そ
う

し
た
人
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
行
い
を
世
間
に
明
ら
か
に

し
伝
え
る
た
め
、
顕
彰
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
碑
文
の
一
つ
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。

﹁
人
の
恵
み
を
忘
れ
ず
義
な
り
﹂

　

起
世
の
行
い
を
見
渡
し
た
時
、
二
つ
の
事
が
言
え
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
親
に
孝
行
を
し
、
受
け
た
恩
義
を

決
し
て
忘
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
当
時
の
人
々
の
中
で

は
普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
重
要
な
徳
目
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
当
時
生
き
た
人
々
と
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
と
で
は
心
の
あ
り
様
が
別
様
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
人
た
ち
が
こ

の
話
を
読
ん
だ
と
き
に
ど
う
感
じ
る
か
と
い
う
事
で
明

白
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
事
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
起
世
の
行
い

は
身
分
に
関
わ
り
な
く
非
常
の
多
く
の
人
々
の
心
を
打

っ
た
の
で
す
。

　

起
世
の
行
い
か
ら
時
代
を
超
え
て
私
た
ち
の
心
に
響

い
て
く
る
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
生
き
方
は
春
日
公
園
の
碑
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら

も
長
く
伝
え
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

人
の
恵
み
を
忘
れ
ず
義
な
り

賢
女
起
世
の
碑

け
ん

あ
い
あ
い
た
る
　
ふ
　
　
ぼ

じ
ょ

き

せ

ひ

蓬莱山に建つ大正時代の碑
昭和初期に水道が初めて大分市内に敷設され始めた頃、水道を市民に宣伝しようと春日公園内に池が

掘られ噴水が設置される。その際に公園西側の現在の場所に移された。

現在の起世の碑
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九
月
二
十
七
日
、﹁
第
七
十
四
回
全
国
敬
神
婦
人
大
会
﹂
が

北
海
道
札
幌
市
の
札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
を
会
場
に
、
約
八
〇
〇

名
の
会
員
が
全
国
か
ら
参
集
し
て
開
催
さ
れ
、
当
社
か
ら
も
平

野
邦
子
会
長
以
下
一
〇
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

大
会
で
は
地
元
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
の
演
舞
が
披
露
さ
れ
、

続
い
て
の
式
典
は
鷹
司
統
理
様
に
ご
挨
拶
を
頂
き
、
さ
ら
に
鈴

木
北
海
道
知
事
も
駆
け
つ
け
て
歓
迎
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
社
婦
人
会
は
大
会
に
先
立
ち
札
幌
諏
訪
神
社
へ
正
式
参

拝
、
ま
た
北
海
道
神
宮
へ
も
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

来
年
の
大
会
は
青
森
県
開
催
と
の
こ
と
で
す
。 

敬
婦
全
国
大
会

　
　
　
北
海
道
大
会

兼
務
社  

王
子
神
社
安
部
栄
吉
殿

全
国
神
社
総
代
会
表
彰

　

九
月
二
十
二
日
、
大
分
市
内
で
二
胡
教
室
を

運
営
し
て
い
る
橘
雅
子
先
生
の
も
と
、
生
徒
皆

さ
ん
の
発
表
会
が
当
社
参
集
殿
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
演
奏
に
先
立
ち
神
前
に
て
奉
納
演
奏
が

行
わ
れ
、
伴
奏
の
ギ
タ
ー
と
の
二
重
奏
が
殿
内

に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
ま
た
参
集
殿
で
の
発
表

会
に
は
一
〇
〇
名
を
超
す
来
場
者
が
あ
り
、
珍

し
い
二
胡
の
音
色
に
聴
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

※
参
集
殿
の
使
用
に
つ
い
て
…

大
分
市
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
バ
ン
ク
﹁
P
O
A
R
T
﹂

か
ら
の
申
込
み
と
な
り
ま
す
。
神
社
が
皆
様
の
お
役

に
た
つ
場
所
、
交
流
の
場
所
と
な
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

二
胡
の
奉
納
演
奏

　

九
月
十
一
日
、
香
川
市
の
香
川
県
民
ホ
ー
ル
に
て
﹁
第
五
十

九
回
全
国
神
社
総
代
大
会
﹂
が
開
催
さ
れ
、
当
社
兼
務
社
の
王

子
神
社
安
部
栄
吉
責
任
役
員
が
、﹁
多
年
神
社
の
経
営
並
び
に

神
徳
の
宣
揚
に
協
力
し
、
氏
子
崇
敬
者
の
教
化
に
貢
献
し
、
そ

の
功
績
顕
著
な
者
﹂
と
し
て
全
国
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
遠
方
の
た
め
出
席
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
十
月

三
十
一
日
の
大
分
支
部
神
職
総
代
大
会
に
於
い
て
、
神
庁
長
よ

り
祝
意
が
述
べ
ら
れ
て
伝
達
が
あ
り
ま
し
た
。

ト

ピックス

　

新
春
を
寿
ぎ
、
鎮
守
の
社
を
尊
び
厳
か
な
気
持
ち
で
新
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
皆
様

の
ご
健
勝
を
念
じ
、
心
を
込
め
て
幸
多
き
一
年
を
祈
念
致
し
ま
す
。
旧
年
中
は
神
社
関

係
者
の
皆
様
に
ご
厚
誼
を
賜
り
、
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

近
年
、﹁
こ
の
国
﹂
と
い
う
言
い
方
が
幅
を
利
か
せ
て
い
ま
す
。
閣
僚
や
自
由
民
主

党
の
国
会
議
員
で
さ
え
、﹁
こ
の
国
﹂
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
ま
す
。
今
や
違
和
感
を

覚
え
る
人
も
少
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
語
句
を
聞
く
た
び
に
戸
惑
い

を
覚
え
、
自
分
の
国
を
︵
無
意
識
の
う
ち
に
︶
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
へ
の
弊
害
を
案
じ

ま
す
。

　

日
本
は
一
体
い
つ
か
ら
﹁
そ
の
国
・
あ
の
国
・
こ
の
国
﹂
と
、
人
指
し
指
で
指
示
さ

れ
る
国
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
父
祖
伝
来
の
郷
土
、
そ
の
集
合
体
と
し
て
先
人
か

ら
継
承
し
て
き
た
日
本
は
、
我
が
命
と
人
格
を
育
ん
で
く
れ
た
﹁
我
が
国
﹂
で
あ
る
は

ず
で
す
。
か
け
が
え
の
な
い
﹁
我
が
国
﹂
の
独
立
と
家
族
の
安
寧
を
願
っ
て
一
命
を
捧

げ
ら
れ
た
御
霊
が
、
靖
国
神
社
に
眠
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
難
に

殉
じ
ら
れ
た
方
々
が
一
命
を
捧
げ
て
ま
で
も
各
々
の
持
ち
場
に
向
か
わ
れ
た
の
は
、
ま

さ
に
﹁
祖
国
﹂
を
想
う
心
か
ら
で
あ
り
、﹁
こ
の
国
﹂
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

私
達
は
家
族
や
地
域
、
学
校
や
職
場
な
ど
、
多
く
の
組
織
や
共
同
体
に
属
し
て
い
ま
す
。

夫
や
妻
、
あ
る
い
は
親
子
や
同
僚
が
﹁
そ
も
そ
も
あ
の
人
は
…
﹂﹁
こ
の
家
は
…
﹂﹁
あ

の
学
校
は
…
﹂﹁
そ
の
地
域
は
…
﹂
と
い
っ
た
指
示
語
を
敢
え
て
使
う
時
、
多
く
の
場
合

は
自
ら
と
距
離
を
置
き
た
い
時
や
、
批
判
的
な
立
場
を
取
る
時
に
、
こ
の
よ
う
な
指
示

語
が
使
わ
れ
ま
す
。

　

も
し
自
民
党
の
主
た
る
構
成
員
で
あ
る
議
員
が
﹁
こ
の
党
は
﹂
と
、
政
党
と
自
ら
に

距
離
が
あ
る
か
の
よ
う
な
突
き
放
し
た
言
葉
を
使
い
続
け
た
ら
、
国
民
の
皆
さ
ん
は
果

た
し
て
自
民
党
を
支
持
し
、
力
を
与
え
よ
う
と
思
っ
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
か
。
社
長
や

役
員
達
が
﹁
こ
の
会
社
﹂
と
、
組
織
と
経
営
責
任
を
切
り
離
す
よ
う
な
物
言
い
を
続
け

た
先
に
、
会
社
の
発
展
や
消
費
者
の
信
頼
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
達
は
日
頃
、﹁
我
が
家
で
は
﹂﹁
ウ
チ
の
子
は
﹂﹁
私
達
の
会
社
で
は
﹂
と
帰
属
意

識
を
明
確
に
し
た
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
属
す
る
組
織
や
地
域
へ
の
愛

着
や
情
を
示
す
と
同
時
に
、
自
ら
の
立
ち
位
置
や
責
任
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
子

供
達
が
運
動
会
で
﹁
赤
組
ガ
ン
バ
レ
！
﹂﹁
白
組
フ
レ
ー
フ
レ
ー
﹂
と
躍
起
に
な
る
よ
う
に
、

自
ら
が
主
体
的
な
構
成
員
だ
と
認
識
す
る
か
ら
こ
そ
、﹁
そ
の
発
展
の
た
め
に
尽
く
そ

う
！
﹂
と
努
力
す
る
気
持
ち
や
誇
り
が
育
ま
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

私
達
民
族
の
食
習
慣
は
和
食
で
あ
り
、
数
あ
る
選
択
肢
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
日
本
食

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
の
一
つ
と
相
対
化
す
る
﹁
日
本
語
﹂
で
は
な
く
、
私
達
の
母

語
は
﹁
国
語
﹂
で
あ
り
、
日
本
史
は
本
来
私
達
に
と
っ
て
﹁
国
史
﹂
と
言
う
べ
き
、
民

族
が
全
力
で
紡
い
で
き
た
命
の
系
譜
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　

父
祖
伝
来
の
国
土
や
文
化
的
集
積
を
持
つ
﹁
我
が
国
﹂
を
一
般
的
名
詞
と
し
て
相
対

化
さ
せ
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
国
家
に
距
離
を
置
く
か
の
よ
う
な
言
葉
遣
い

が
蔓
延
す
る
こ
と
に
、
果
た
し
て
国
家
弱
体
化
の
政
治
的
意
図
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

自
ら
が
地
域
や
国
家
の
未
来
を
担
う
と
い
う
気
概
な
き
言
葉
遣
い
が
、
内
外
の
難
局
を

乗
り
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
現
在
の
日
本
に
と
っ
て
、
果
た
し
て
健
全
な
風
潮
な
の
か
ど

う
か
。
少
し
冷
静
に
な
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
ら
が
発
す
る
一
語
一
句
に
魂
や
哲
学
を
込
め
る
﹁
言
霊
︵
こ
と
だ
ま
︶﹂
と
い
う

素
晴
ら
し
い
言
葉
を
、
先
人
は
遺
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
万
葉
集
い
わ
く
、
私
達
は
、

言
霊
︵
こ
と
だ
ま
︶
幸
︵
さ
き
わ
︶
う
国
︵
言
葉
が
持
つ
霊
的
な
力
が
幸
福
を
も
た
ら
す
国
︶

に
生
ま
れ
し
国
民
で
あ
り
ま
す
。
温
か
く
、
主
体
性
の
あ
る
言
葉
を
使
っ
て
い
き
た
い

も
の
で
す
。

︵
今
年
︶七
月
に
行
わ
れ
る
参
議
院
選
挙
に
向
け
て
、神
道
政
治
連
盟
は
比
例
代
表︵
全
国
区
︶に
お
い
て
、有
村
さ
ん
を
推
薦
す
る
機
関
決
定
を
し
て
い
ま
す
。

言
霊
幸
う
国
に

こ
と

だ
ま

さ
き
わ

有

村

治

子

あ
り

む
ら

は
る

こ

参
議
院
議
員
　
比
例
代
表︵
全
国
区
︶選
出

神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員
懇
談
会
　
副
幹
事
長
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宮司挨拶／祭典ごよみ
天皇皇后両陛下行幸啓
令和七年初詣のご案内／授与所の時間
初詣交通規制／厄祓いのご案内／戌の日のお知らせ
賢女起世の碑／古札御守のお焚き上げ
有村治子氏寄稿「言霊幸う国に」／トピックス
婚礼部より

社報 春日神社
歳　末　号（第４２号）

題字　東郷平八郎

発行者 〒870−0031
大分市勢家町４−６−87
春日神社 宮司 宮本　之
℡０９７−５３２−５６３８

発行日 令和６年12月15日

た
そ
が
れ
は

昼
と
夜
が
交
差
す
る

美
し
い
ひ
と
時
で
す

千
年
楠
の
下

薄
明
に
浮
か
び
あ
が
る

朱
色
の
社
殿
と

足
元
を
照
ら
す

行
燈
の
灯
り
が

二
人
の
し
あ
わ
せ
を

紡
ぎ
だ
し
ま
す

神
あ
か
り
式ち

よ
の

ゆ
い

お
問
い
合
わ
せ

春
日
神
社
婚
礼
担
当

〈お問い合わせ・ご予約〉春日神社　婚礼担当
TEL：097-532-5638

〇
九
七
‐
五
三
二
‐
五
六
三
八

H
P
:k
asu
gan
o
m
o
ri.jp

/w
ed
d
in
g

一
日
一
組
限
定

本
殿
・
雅
楽
生
演
奏
・
巫
女
舞

「乙女の巻」春日神社婚礼 春日物語

令和６年１２月１５日（日）14時～16時

男性・お子様も参加できます。デザート＆ドリンク付

～ kasuga ワークショップ～

秀絃会

御菓子司 讃州堂 結（むすぶ）ここちよ

ＩＮ ＴＨＥ ＥＡＳＴ

古典のしらべを体験
「箏（こと）体験レッスン」
先着 8名様／参加費：2,300 円

＊貸箏爪料無料

神社で作る初めての
「レザーのミニウォレット」
先着 10名様／参加費：2,300 円

＊小学生以上対象、
小学生は保護者同伴

老舗菓子司職人による
「ねりきり細工」

先着10名様／参加費：3,300 円
＊エプロンと手拭き
　タオルを持参下さい

ココロ華やぐ日本の伝統工芸
「箸袋の水引飾り」

先着16名様／参加費：1,300 円
＊8歳以下は保護者同伴
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