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終
戦
の
日
か
ら
六
十
年 

還
暦
で
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
司 

黒 

須 

主 

計 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

六
十
年
前
の
昭
和
二
十
年
も
乙
酉(

と
り
ど
し)

で
し
た
。

八
月
十
五
日
は
暑
い
日
で
、
お
昼
の
玉
音
放
送
で
大
東
亜
戦

争
に
わ
が
国
が
敗
れ
た
こ
と
を
知
り
、
腰
の
抜
け
た
思
い
で

し
た
。
そ
の
後
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
、
連
合
国
の
支
配

下
に
置
か
れ
ま
し
た
が
、
二
十
七
年
に
講
和
条
約
が
発
効
、

日
本
は
や
っ
と
独
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
同
時
に
結
ば
れ
た

安
全
保
障
条
約
に
よ
り
、
結
局
ア
メ
リ
カ
の
傘
の
下
で
、
か

り
そ
め
の
平
和
を
六
十
年
も
味
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。 

六
十
年
は
還
暦
で
、
人
な
ら
ば
一
生
の
仕
事
を
仕
上
げ
る

歳
。
で
も
日
本
は
今
、
自
分
を
ひ
と
に
守
っ
て
も
ら
い
、
常

に
隣
国
か
ら
は
戦
争
責
任
追
及
、
拉
致
や
領
土
・
領
海
侵
犯

を
受
け
て
、
お
ど
お
ど
と
暮
ら
す
―
。
ど
う
見
て
も
、
若
者

に｢

日
本
人
の
誇
り
を
持
ち
な
さ
い
。｣

な
ど
と
言
え
る
姿
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
れ
が
戦
後
完
成
し
た
還
暦
日
本
の
姿
か
。
と
ん
で
も
な

い
、
こ
れ
か
ら
で
す
。
独
立
の
年
か
ら
数
え
る
と
ま
だ
七
年

あ
り
ま
す
。
残
さ
れ
た
七
年
で
日
本
ら
し
い
日
本
を
ど
う
完

成
さ
せ
得
る
か
、
再
生
日
本
の
完
成
に
向
け
て
、
今
年
は
そ

の
元
年
で
あ
り
ま
す
。 

私
た
ち
は
、
当
地
に
誇
り
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
。

当
神
社
の
諸
行
事
は
、
傍
目
か
ら
も
頼
も
し
く
見
え
る
そ
う

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
身
を
以
て
文
化
を
伝
え
る
活
動
を
進

め
、
さ
ら
に
国
政
に
も
関
心
を
持
ち
、
誇
れ
る
日
本
国
を
造

り
た
い
も
の
で
す
。 
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歳旦祭（さいたんさい） 

日時 元旦午前 0 時より３０分ほど 場所 本殿 
おだやかで稔り多い歳になりますよう、皆でお祈りいたしましょう。 
どなたでもご参列いただけます。暖かい服装でご参集ください。 
参列いただいた方（ご家族）には、お札をお渡しいたします。 
祭典に続き新年のご祈祷をいたします。ご希望の方は事前にお申し込みください。 

斎火祭（とんど祭） 奉納和紙とうろう 
日時 正月１４日（金） 夕刻～午後８時半  
場所 本殿前境内ひろば 
正月飾りや古いお札などをお持ちください。とんどの 
火にあたると一年無病息災といわれます。温かふるま 
いも待ってます。 
また、和紙とうろうの奉納を申し受けます。各区の総 
代さんにお申し込みください。 
〈お願い〉燃やすことにより有害ガスが発生すると思われるも 
のは、外すか、分別してお持ちください。 

お日待ち（神棚祭） 

正月中、神主が氏子中を訪問し、神棚祭をご奉仕いたします。 
ご家族そろってご参列下さい。 
厄祓（やくばらい）などのご祈願もあわせて申し受けます。 

 

厄
年
・
年
祝
い
の
お
話
し 

 

人
が
あ
る
年
齢
に
達
す
る
と
、
こ
れ
を
「
厄
年
」

と
い
っ
て
厄
祓
い
す
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
厄
年

は
も
と
も
と
陰
陽
道
か
ら
出
た
説
で
、
確
率
論
だ

と
も
言
わ
れ
、
お
よ
そ
人
生
の
転
機
が
訪
れ
る
年

齢
と
さ
れ
ま
す
。 

 

一
方
で
厄
年
は
「
歳
祝
い
」
と
称
し
て
お
祝
い

と
も
さ
れ
ま
す
。
神
仏
の
お
世
話
役
を
お
お
せ
つ

か
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
り
ま
す
。
お
お
よ
そ
人
生
の

中
で
大
切
な
年
周
り
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

当
地
で
は
、
年
の
初
め
に
厄
祓
い
の
ご
祈
祷
を

う
け
、
そ
の
と
き
に
肩
に
か
け
た
赤
い
半
襟
を
後

日
神
社
に
結
ん
で
く
る
慣
わ
し
が
あ
り
ま
す
。
お

祝
い
の
「
赤
」
に
体
の
「
垢
」
を
か
け
、
厄
難
を

神
様
に
預
け
て
し
ま
う
意
味
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

男
性 

二
五
歳
（
五
六
年
生
ま
れ
） 

 
 
 
 

四
二
歳
（
三
九
年
生
ま
れ
） 

六
二
歳
（
一
九
年
生
ま
れ
） 

女
性 

一
九
歳
（
六
二
年
生
ま
れ
） 

 
 
 

三
三
才
（
四
八
年
生
ま
れ
） 

※
前
後
三
年
を
前
厄
・
本
厄
・
後
厄
と
し
て
慎
む 
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年
中
行
事
を
楽
し
も
う 

節 

分
（
せ
つ
ぶ
ん
） 

節
分
に
は
災
厄
を
祓
う
た
め
、「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
の

か
け
声
の
も
と
豆
ま
き
を
し
、
鰯
の
頭
を
刺
し
た
ヒ
イ

ラ
ギ
の
枝
や
豆
ガ
ラ
を
門
口
に
立
て
ま
す
。 

節
分
は
、
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
の
節
目
を
指

し
、
年
四
回
あ
り
ま
す
が
、
旧
暦
で
は
立
春
の
日
を
立

春
正
月
と
呼
ん
で
、
一
年
の
始
ま
り
と
考
え
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
前
日
の
「
節
分
」
に
豆
ま
き
行
事
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

豆
は
鬼
を
や
っ
つ
け
る
も
の
？
で
も
神
棚
や
氏
神
、

当
神
社
の
近
隣
で
は
神
社
の
方
角
に
「
お
日
髙
さ
ま
に

あ
げ
ま
す
」
と
い
っ
て
ま
く
、
お
供
え
物
で
も
あ
り
ま

す
。
正
し
く
は
霊
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ

き
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
数
え
年
の
分
の
豆
を
食
べ
る

と
、
一
年
無
病
息
災
で
過
ご
せ
る
の
で
す
。 

今
年
の
節
分
は
二
月
三
日
で
す
。
ご
家
族
そ
ろ
っ
て

豆
ま
き
を
し
て
、
良
い
春
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。
で
も
、

食
べ
る
豆
の
数
は
年
齢
相
応
に
・
・
・
。 

伊
勢

い

せ

の
神
宮

じ
ん
ぐ
う 

第
六
十
二
回
式
年

し
き
ね
ん

遷
宮

せ
ん
ぐ
う

は
じ
ま
る 

伊
勢
の
神
宮
は
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と 

伊
勢
の
神
宮
は
、
日
本
の
国
を
お
守
り
く
だ
さ
る
私
た

ち
の
総
氏
神
さ
ま
で
す
。
皇
室
の
御
祖
先
で
あ
る
天
照
大

御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
を
お
祀
り
す
る
皇
大

神
宮
（
内
宮
）
と
、
衣
食
住
の
神
さ
ま
で
あ
る
豊
受
大
御

神
（
と
よ
う
け
お
お
み
か
み
）
を
お
祀
り
す
る
豊
受
大
神

宮
（
外
宮
）
を
中
心
に
、
一
二
五
の
宮
社
か
ら
な
り
ま
す
。 

式
年
遷
宮
は
わ
が
国
最
大
の
お
祭 

二
十
年
に
一
度
の
大
祭
、
神
宮
式
年
遷
宮
は
、
正
殿(

し

ょ
う
で
ん)

を
始
め
御
垣
内(

み
か
き
う
ち)

の
お
建
物
全
て

を
新
造
し
、
さ
ら
に
殿
内
の
御
装
束(

お
し
ょ
う
ぞ
く)

や

神
宝
を
新
調
し
て
、
神
儀(

御
神
体)

を
新
宮
へ
お
遷
し
申

し
上
げ
る
お
祭
り
で

す
。
天
武
天
皇
の
御

代
に
制
度
化
さ
れ
、

最
初
の
式
年
遷
宮
は
、

持
統
天
皇
四
年(

六

九
〇)

に
行
わ
れ
ま

し
た
。
以
来
千
三
百

年
に
亘
っ
て
続
け
ら

れ
て
お
り
ま
す
。 

 

掘
立
柱(

ほ
っ
た
て
ば
し
ら)

に
萱(

か
や)

の
屋
根
が
特

徴
の
神
宮
の
建
築
様
式
は
、
唯
一
神
明
造(

ゆ
い
い
つ
し
ん

め
い
づ
く
り)

と
呼
ば
れ
、
弥
生
時
代
に
ま
で
遡
る
高
床
式

穀
倉
の
姿
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
完
成
す
る
ま
で
に
は
、

ほ
ぼ
十
年
の
歳
月
を
要
し
ま
す
が
、
そ
の
間
、
御
料
木
を

伐
り
始
め
る
に
際
し
て
の
お
祭
り
を
始
め
御
造
営
の
安
全

を
お
祈
り
す
る
お
祭
り
な
ど
数
多
く
行
わ
れ
ま
す
。 

 

平
行
し
て
、
御
装
束
神
宝
も
古
例
に
従
っ
て
調
製
さ
れ

ま
す
。
御
装
束
と
は
正
殿
の
内
外
を
奉
飾
す
る
御
料
の
総

称
、
神
宝
と
は
調
度
の
品
々
を
い
い
ま
す
。
優
れ
た
工
芸

技
術
を
守
り
伝
え
る
と
い
う
重
要
な
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、

式
年
遷
宮
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
大
事
業
で
す
。 

 

内
宮
、
外
宮
両
正
宮
と
一
四
の
別
宮
で
遷
宮
の
大
祭
は

行
わ
れ
ま
す
。
皇
室
の
大
祭
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、
神

宮
永
遠
性
を
実
現
す
る
大
い
な
る
営
み
で
も
あ
る
の
で
す
。 

平
成
十
七
年
に
行
わ
れ
る
神
事 

山
口
祭(

や
ま
ぐ
ち
さ
い) 

遷
宮
の
ご
用
材
を
伐
る
御
杣
山(

み
そ
ま
や
ま)

の
山
口
に

坐
す
神
を
祭
り
、
伐
採
と
搬
出
の
安
全
を
祈
り
ま
す
。 

木
本
祭(

こ
の
も
と
さ
い) 

ご
正
殿
の
御
床
下(

お
ん
ゆ
か
し
た)

に
奉
建
す
る
心
の
御

柱
の
ご
用
材
を
伐
採
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
木
の
本
に
坐

す
神
を
祭
り
ま
す
。
山
口
祭
の
夜
に
行
わ
れ
ま
す
。 

御
杣
始
祭(

み
そ
ま
は
じ
め
さ
い) 

ご
用
材
を
御
杣
山
で
正
式
に
伐
り
は
じ
め
る
お
祭
り
で
す
。 

御
樋
代
木
奉
曳
式(

み
ひ
し
ろ
ぎ
ほ
う
え
い
し
き) 

ご
神
体
を
お
納
め
す
る
「
御
樋
代
」
の
ご
用
材
を
伊
勢
へ

運
ぶ
儀
式
で
す
。 

御
船
代
祭(

み
ふ
な
し
ろ
さ
い) 

御
樋
代
を
お
納
め
す
る
「
御
船
代
」
の
ご
用
材
を
伐
採
す

る
お
祭
り
で
す
。 
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お
日
髙
さ
ん
の
自
然 

⑫ 

ツ
バ
キ(

ヤ
ブ
ツ
バ
キ)  

ツ
バ
キ
科
・ツ
バ
キ
属 

ツ
バ
キ
は
花
の
少
な
い
季
節
に
咲
く
こ
と
か
ら
、
日
本
人
の

ツ
バ
キ
に
よ
せ
る
思
い
は
深
い
。 

地
球
温
暖
化
の
影
響
か
最
近
で
は
十
二
月
頃
に
も
花
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

ツ
バ
キ
は
日
本
の
花
で
あ
る
。
学
名
も

カ
メ
リ
ア
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
。
野
生
種
と
し
て

は
、
本
州
以
南
の.

暖
地
に
広
く
白
生
す

る
ヤ
プ
ツ
バ
キ
と
、
日
本
海
側
の
多
雪
地

帯
に
そ
の
分
布
が
限
ら
れ
る
変
種
の
ユ

キ
ツ
バ
キ
が
あ
る
。
角
田
市
の
花
木
は
ヤ

ブ
ツ
バ
キ
で
あ
る
。 

ツ
バ
キ
は
は
る
か
上
代
か
ら
人
々
に

身
近
な
花
で
あ
っ
た
。
「古
事
記
」や
「
日

本
書
紀
」
に
も
そ
の
名
は
見
え
る
。
長
寿

で
四
季
を
通
じ
て
葉
が
青
々
と
茂
り
、

し
か
も
花
の
少
な
い
時
季
に
見
事
な
赤

い
花
を
咲
か
せ
る
ツ
バ
キ
を
、
人
々
は
繁

栄
の
象
徴
と
神
聖
視
し
、
呪
術
的
な
魔

力
の
存
在
を
信
じ
た
。
ツ
バ
キ
を
神
木

と
す
る
神
杜
も
各
地
に
あ
り
、
ツ
バ
キ
に
ま
つ
わ
る
伝
説
も
ま

た
多
い
。 

ツ
バ
キ
の
材
は
緻
密
で
堅
く
、
木
槌
の
ほ
か
木
魚
や
楽
器

な
ど
に
も
使
わ
れ
た
。
小
生
は
ヤ
マ
イ
モ
掘
り
の
道
具(

ず
っ
く

す)

の
柄
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
種
子
か
ら
は
高
価
な
椿
油
が

採
れ
、
油
粕
も
粉
末
に
し
て
シ
ャ
ン
プ
ー
代
わ
り
に
用
い
ら
れ

た
。
茎
葉
を
燃
や
し
て
得
ら
れ
る
灰
は
、
貴
重
な
紫
色
を
染

め
る
の
に
欠
か
せ
な
い
媒
染
剤
で
も
あ
っ
た
。 

美
し
い
花
を
眺
め
る
た
め
に
も
、
昔
か
ら
庭
に
植
え
ら
れ
、

室
町
時
代
に
は
す
で
に
園
芸
品
種
が
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸

時
代
に
至
っ
て
数
多
く
の
品
種
が
作
り
出
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

ツ
バ
キ
が
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
商
家
の
庭

だ
っ
た
ら
し
い
。
ぽ
ろ
り
と
抜
け
落

ち
る
ツ
バ
キ
の
花
を
、
武
家
は
「
花

の
《
首
》
が
落
ち
る
」
と
し
て
忌
み

嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

ツ
バ
キ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
紹
介
さ

れ
た
の
は
十
八
世
紀
。
常
緑
樹

(

注
１)

の
少
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
つ

や
や
か
な
緑
葉
と
情
熱
的
な
赤
い

花
は
人
々
に
驚
き
と
称
賛
を
も
た

ら
し
た
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
コ
サ

ー
ジ
ュ
が
夜
会
に
赴
く
貴
婦
人
の

ド
レ
ス
を
飾
っ
た
と
い
う
。
ベ
ル
デ
ィ

作
曲
の
「
椿
姫
」
が
熱
狂
的
な
大

成
功
を
納
め
た
の
も
こ
の
頃
で
あ

る
。 ツ

バ
キ
の
名
は
、
春
に
咲
く
木

と
い
う
こ
と
か
ら
「
椿
」
の
国
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
「
艶

葉
木
」
あ
る
い
は
「厚
葉
木
」
に
由
来
す
る
と
も
言
わ
れ
る
。 

葉
の
光
沢
は
、
表
面
に
「ク
チ
ク
ラ
」と
呼
ぶ
一
種
の
ワ
ッ
ク

ス
層
が
あ
る
た
め
。
英
語
読
み
す
る
と
「
キ
ュ
ー
テ
ク
ル
」で
シ

ャ
ン
プ
ー
や
リ
ン
ス
で
お
な
じ
み
で
あ
る
。
仲
間
の
サ
ザ
ン
カ
や

カ
ン
ツ
バ
キ
の
葉
も
ク
チ
ク
ラ
層
が
あ
り
、
自
動
車
の
排
気
ガ

ス
や
煤
煙
か
ら
も
葉
を
ま
も
れ
る
の
で
、
高
速
道
路
な
ど
の

沿
道
に
植
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

花
が
咲
き
始
め
る
と
メ
ジ
ロ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
が
盛
ん
に
蜜
を
吸

い
に
訪
れ
る
が
、
蜜
を
提
供
し
た
代
わ
り
に
受
粉
の
た
め
の
花

粉
の
運
び
屋
「送
粉
者
」
と
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る(

注

２)

。
そ
の
た
め
に
花
び
ら
が
丈
夫
で
し
か
も
横
向
き
に
咲
い
て

い
る
。 

(

注
１)

一
年
中
緑
の
葉
が
つ
い
て
い
る
木
。
ツ
バ
キ
や
カ
シ
な
ど

(

特
に
常
緑
広
葉
樹
と
い
う)

。 

(

注
２)

鳥
媒
花(

鳥
が
花
粉
を
運
ぶ)

。 （文
／
小
島
和
夫
氏
） 

 

＝
＝
＝ 

ま
ほ
ろ
ば 

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝ 

「
災
害
に
思
う
水
の
あ
り
が
た
さ
」 

宮
城
県
に
大
地
震
が
起
き
る
可
能
性
が
大
き
い
と
言
う

報
道
が
あ
り
、
折
も
折
、
中
越
地
震
が
起
き
て
ひ
や
り
と

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
あ
れ
が
こ
こ
に
起
き
て
も
不
思
議
で

は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
折
に
、
新
潟
の
震
災
に
か
か
わ
っ

て
、
管
工
業
を
営
む
方
か
ら
、
災
害
と
水
の
あ
り
が
た
さ

の
お
話
を
伺
う
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

緊
急
時
は 

水
の
備
え
こ
そ 

 

現
代
の
震
災
の
特
徴
と
し
て
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
破
断

に
よ
る
生
活
困
難
、
復
旧
に
か
か
る
多
く
の
労
力
と
時
間

を
上
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
中
で
も
、
仕
事
柄
ど
う
し
て

も
水
道
管
や
生
活
水
の
こ
と
に
注
意
が
い
く
そ
う
で
す
。 

「
先
ず
、
備
え
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
気
に
な
り
ま
す
。 
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情
報
の
中
に

『
風
呂
水
で
断

水
の
間
を
し
の

い
だ
』
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

阪
神
大
震
災
な

ど
の
経
験
か
ら

災
害
時
の
貯
水

と
し
て
風
呂
水

の
大
切
さ
が
指

摘
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
風
呂
桶

程
の
水
が
あ
れ

ば
配
管
が
復
旧

す
る
ま
で
の
生
活
水
は
何
と
か
な
る
。『
備
え
あ
れ
ば
憂
い

な
し
』
と
言
い
ま
す
が
、
今
ま
で
の
教
訓
が
果
し
て
ど
の

程
度
生
か
さ
れ
た
の
か･･

･

」
。
心
配
顔
で
語
ら
れ
ま
し
た
。 

身
近
な
例
で
も
以
前
に
、
あ
る
集
合
住
宅
の
ポ
ン
プ
が

故
障
し
て
全
棟
が
断
水
し
、
騒
ぎ
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

復
旧
ま
で
せ
め
て
バ
ケ
ツ
一
杯
分
の
飲
料
水
が
各
家
庭
に

た
め
て
あ
れ
ば
慌
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
回
顧
さ
れ

ま
し
た
。
実
際
に
苦
労
を
経
験
し
て
こ
そ
備
え
が
身
に
つ

く
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
ん
な
苦
労
を
し
な
い
た
め
に
、
各

家
庭
で
最
小
限
の
水
は
貯
え
て
い
て
欲
し
い
そ
う
で
す
。 

改
め
て
、「
そ
れ
に
し
て
も
災
害
な
ど
で
の
断
水
時
に
思

い
知
る
の
が
水
の
有
難
さ
」
と
言
葉
を
強
め
ま
す
。 

 
 

普
段 

忘
れ
て
い
る
水
の
も
っ
た
い
な
さ 

「
電
気
や
ガ
ス
も
必
要
で
す
が
、
最
も
生
活
に
欠
か
せ

な
い
の
は
水
で
す
。
普
段
、
水
道
が
完
備
さ
れ
た
私
た
ち

の
生
活
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
水
一
杯
飲
む
の
に
、

最
初
の
一
杯
は
捨
て
、
次
の
一
杯
を
飲
む
間
水
道
は
流
し

っ
ぱ
な
し
で
す
。
昔
は
夏
場
に
よ
く
断
水
し
ま
し
た
。
蛇

口
か
ら
で
る
一
滴
の
水
さ
え
も
惜
し
ん
で
口
に
し
た
も
の

で
す
。
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
言
う
の
も
な
ん
で
す
が
、

あ
ま
り
便
利
に
な
り
す
ぎ
て
、
水
の
大
切
さ
、
あ
り
が
た

さ
、
も
っ
た
い
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
無
く
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
辺
が
災
害
を
よ
り
大
き

く
し
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
が
。
」 

 
 

最
も
水
に
恵
ま
れ
た
国
日
本 

だ
か
ら
大
切
に 

水
資
源
の
豊
か
さ
で
日
本
は
二
四
〇
数
カ
国
中
一
四
番

目
と
か
。
も
っ
と
も
、
水
が
多
す
ぎ
て
は
産
業
は
発
展
せ

ず
、
そ
の
点
日
本
は
上
水
、
中
水
、
下
水
、
灌
漑
用
水
な

ど
い
ず
れ
も
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
「
最
も
水
の
豊
か
な

国
」
と
い
え
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
水
を
大
切
に
す

る
伝
統
、
文
化
、
技
術
が
あ
っ
て
こ
そ
で
す
。 

私
た
ち
は
、
水
は
無
尽
蔵
だ
と
思
い
が
ち
。
し
か
し
世

界
で
は
今
、
五
人
に
一
人
が
安
全
な
飲
み
水
を
確
保
で
き

な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
淡
水
を
め
ぐ
っ
て
国
の
貧

富
の
差
が
生
じ
て
い
て
、「
二
十
一
世
紀
の
戦
争
は
水
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
も
さ
さ
や
か
れ
ま
す
。 

 
 

教
訓
を
生
か
し
て 

万
全
に 

水
は
限
り
あ
る
大
切
な
資
源
で
す
。
こ
の
機
会
に
あ
ら

た
め
て
「
水
の
国 

日
本
」
に
生
ま
れ
た
幸
せ
を
思
い
、
日
々

の
水
を
あ
り
が
た
く
大
事
に
使
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

阪
神
淡
路
、
宮
城
県
北
部
、
そ
れ
に
中
越
地
震
被
害
。

教
訓
を
生
か
し
、
備
え
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

社 

頭 

あ 

れ 

こ 

れ 

 

願
い
叶
っ
て
新
嘗
祭 

春
祭
り
に
「
今
年
こ
そ
は
」と
願
っ
た
甲
斐
あ
り
、
新
嘗
祭

に
め
で
た
く
豊
作
を
感
謝
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ま
た
祭
典
後
、
神
前
に
お
い
て
感
謝
状
授
与
式
が
執
り
行

わ
れ
た
。
多
額
の
浄
財
を
奉
納
さ
れ
た
小
野
凱
久
さ
ん
、
戸

村
健
男
さ
ん
（共
に
三
区
）、
長
年
総
代
と
し
て
尽
力
さ
れ
た

左
藤
庄
一
さ
ん
（
一
区
）
、
森
秀
男
さ
ん
（
二
区
）
に
宮
司
よ

り
感
謝
状
が
手
渡
さ
れ
た
。 

 
 

 

よ
り
お
参
り
し
や
す
い
境
内
に 

 

総
代
さ
ん 

事
業
を
念
頭
に
環
境
整
備
奉
仕 

 

十
一
月
末
の
日
曜
日
。
恒
例
の
奉
仕
作
業
と
し
て
、
社
殿

裏
側
の
間
伐
、
下
刈
り
整
備
が
行
わ
れ
た
。
境
内
整
備
は
今

検
討
さ
れ
て
い
る
記
念
事
業
の
一
つ
に
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

宮
城
県
北
部
地
震
で
崩
壊
し
た
酒
蔵 
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総
代
み
な
で
思
案

し
な
が
ら
の
作
業

と
な
っ
た
。
前
後
に

も
有
志
に
よ
る
整

備
奉
仕
が
あ
り
、

車
道
の
南
や
忠
魂

碑
北
側
も
整
然
と

な
っ
た
。
正
月
に
は

よ
り
清
々
し
い
お

参
り
を
し
て
い
た

だ
け
る
は
ず
で
あ

る
。 

 

桃
山
の
匠 

天
上
の
極
楽
に
感
嘆 

総
代
研
修
で
国
宝
大
崎
八
幡
宮
参
拝 

十
月
二
十
九
日
に
、
総
代
研
修
と
し
て
、
平
成
の
大
修
復

を
終
え
社
殿
一
般
公
開
中
の
大
崎
八
幡
宮
を
、
氏
子
の
希

望
者
を
交
え
て
正
式
参
拝
し
た
。
四
百
年
の
時
を
経
て
甦
っ

た
慶
長
の
技
。
拝
殿
の
彩
色
技
術
、
そ
し
て
こ
の
先
二
度
と

公
開
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
本
殿
内
陣
（ご
神
体
が
鎮
ま
る
場

所
）
な
ど
、
た
い
へ
ん
貴
重
な
修
復
の
有
様
を
、
驚
き
を
も
っ

て
拝
見
し
た
。
当
社
で
も
千
九
百
年
を
機
に
社
殿
の
腐
食
箇

所
修
復
を
検
討
し
て
お
り
、
規
模
は
違
う
も
の
の
た
い
へ
ん
参

考
に
な
っ
た
。 

な
お
、
来
年
は
氏
子
の
皆
さ
ん
に
も
参
加
い
た
だ
け
る
研

修
旅
行
を
企
画
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

              

＝
ご
奉
納
・
ご
奉
仕
＝ 

一
区 

斎
藤 

吉
次
さ
ん 

 

木
炭 

野
菜 

一
区 
斎
藤 

公
一
さ
ん 

 

野
菜 

一
区  
黒
須
嘉
次
男
さ
ん   

新
穀 

三
区 

三
区
行
政
区 

 
 

 

木
材 

三
区 

佐
藤 
和
由
さ
ん   

木
材 

三
区  

佐
藤 

 

善
一
さ
ん   

新
穀 

野
菜 

二
区  

目
黒  

暢
子
さ
ん   
梨  

四
区 

 

佐
藤 

孝
一
さ
ん 

 
 

野
菜 

四
区 

 

佐
藤
武
覚
夫
さ
ん 

 

新
穀 
野
菜 

各
区  

神
社
総
代
各
位  

 
 

新
嘗
祭
用
神
饌
野
菜
等 

横
須
賀
市 

佐
藤
光
明
さ
ん 

 

野
菜 

小
斎 

 

黒
須 

 

清
光
さ
ん 

 

掛
け
鳥
（雉
） 

 (

祭
典
当
事
者
の
献
饌
・
幣
帛
等
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た) 

社 
 

頭 
 

暦 

一
月 

一
日 

元
旦 

歳
旦
祭 

初
詣 

 
 
 

七
日 

七
草 

一
〇
日 

成
人
の
日 

一
四
日 

斎
火
祭
（
と
ん
ど
祭
） 

灯
籠 

 
 

一
五
日 

小
正
月 

 

二
月 

一
日 

如
月
月
次
祭 

 
 
 

三
日 

節
分
祭 

 

一
一
日 

建
国
記
念
の
日 

一
七
日 

祈
年
祭 

三
月 

一
日 

弥
生
月
次
祭 

 
 
 

三
日 

ひ
な
祭 

 

二
〇
日  

春
分
祖
霊
祭 

 

編
集
後
記 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
暖
冬
で
ツ
バ

キ
が
昨
年
の
十
一
月
か
ら
咲
い
て
い
ま
し
た
。
お
か
げ
で

小
島
先
生
の
文
章
に
添
え
る
よ
い
写
真
が
撮
れ
ま
し
た
が
、

温
暖
化
が
肌
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
と
穏

や
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
▼
暖
か
く
な
れ
ば
直
ぐ
に
春
祭

り
。
世
話
人
の
方
々
の
協
力
の
も
と
、
二
月
中
に
は
お
声

を
掛
け
始
め
た
い
と
計
画
し
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な

メ
デ
ィ
ア
を
と
お
し
て
宣
伝
も
し
て
い
き
ま
す
。
新
年
度

の
初
め
を
、
賑
々
し
く
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
▼
「
さ
く
ら
ゐ
川
」
は
当
社
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

極彩色で彩られた拝殿は、豪壮華麗な桃山文化の集

大成といえる。対して、内部彩色は塗りなおさず、

剥落止めの処理で、400 年の歴史を伝える。 
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