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天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
国
民
の
祭
典｣

が
十
一
月
十

二
日
に
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
を
お
迎
え
に
な
り
都
内
に
て

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
式
典
に
て
陛
下
は
、｢

二
十
年
と
い

う
時
の
流
れ
を
思
い
、
深
い
感
慨
を
覚
え
ま
す
。
こ
こ
に

即
位
以
来
の
日
々
を
顧
み
、
私
ど
も
を
、
支
え
続
け
て
く

れ
た
国
民
に
心
か
ら
謝
意
を
表
し
ま
す
。
…
…
今
日
、
我

が
国
は
様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

中
で
、
人
々
が
互
い
に
絆
を
大
切
に
し
、
叡
智
を
結
集
し
、

相
携
え
て
努
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
忍
耐
強
く
困
難
を
克

服
し
て
い
け
る
よ
う
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。｣

と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
▼
わ
が
国
は
、
古
来
よ
り
、
万
世
一
系
で
継
承
を

し
て
参
り
ま
し
た
天
皇
を
中
心
と
し
た
歴
史
と
伝
統
を
有

す
る
国
家
で
あ
り
、
国
民
は｢

お
お
み
た
か
ら(

大
御
宝)｣

と
い
わ
れ
、
天
皇
は
国
民
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
祈
り
続
け

て
こ
ら
れ
ま
し
た
▼
私
た
ち
は
、
親
か
ら
生
ま
れ
育
て
ら

れ
、
子
を
産
み
育
て
、
次
世
代
へ
日
本
の
伝
統
や
文
化
を

し
っ
か
り
と
正
し
く
伝
え
て
い
く
使
命
を
受
け
て
お
り
、

そ
の
生
命
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
時
代
を
共
有
し
な
が
ら

生
活
を
し
て
お
り
ま
す
▼
陛
下
が
国
の
繁
栄
と
国
民
の
幸

せ
を
常
に
願
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
先
頃
誕
生
の
新
政

権
下
に
お
い
て
は
、
国
会
開
会
式
で
の
陛
下
の
お
言
葉
に

つ
い
て
宮
内
庁
に
お
言
葉
の
見
直
し
の
検
討
を
求
め
ら
れ

た
り
、
夫
婦
別
姓
の
問
題
も
、｢

選
択
の
自
由
が
全
く
な
い

の
は
、
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
日
本
だ
け｣

等
の
発
言
が

国
会
に
て
あ
り
ま
し
た
。
わ
が
国
が
、
す
べ
て
世
界
各
国

と
同
じ
で
は
な
く
、
日
本
独
自
の
伝
統
や
風
習
、
判
断
が

あ
っ
て
然
る
べ
き
な
は
ず
で
す
▼
天
皇
陛
下
の
存
在
は
我
々

に
と
っ
て

｢

日
本
人
ら
し
さ｣

を
形
成
し
て
き
た
根
源
で

あ
り
、
そ
れ
が
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
日
本
人
は
い
ず
れ
世

界
の
中
で
埋
没
し
、
日
本
古
来
よ
り
の
伝
統
と
文
化
を
遺

失
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
▼
ま
た
、
天
皇
制
は

｢

権
威
と

権
力
の
分
立｣

と
い
う
、｢

世
界
に
先
駆
け
た
画
期
的
な
シ

ス
テ
ム｣

だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
▼

『

温
故
知
新』

、｢

故

(

ふ
る)

き
を
温(

た
ず)

ね
て
新
し
き
を
知
る｣

こ
の
時
期
ま

さ
に
、
我
々
国
民
も
陛
下
の
御
事
を
ま
ず
第
一
に
思
い
考

え
、
明
治
二
十
三
年
に
発
布
さ
れ
た

｢

教
育
勅
語｣

を
読

み
返
し
、
朋
友
相
い
信
じ
、
恭
倹
己
を
持
し
、
博
愛
衆
に

及
ぼ
せ
ば
、
日
本
国
の
隆
昌
が
幾
久
し
く
続
く
の
は
明
白

で
あ
り
ま
す
▼
年
末
に
あ
た
り
、
平
成
二
十
二
年
が
、
両

陛
下
の
御
健
勝
と
弥
栄
、
ま
た
わ
が
国
や
皆
様
方
に
と
り

ま
し
て
も
平
穏
で
、
稔
り
多
き
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
心

よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

(

水)
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本
年
は
、
か
か
る
め
で
た
き
慶
事
に
恵
ま
れ
、

天
皇
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
昭
和
三
十
四
年

四
月
十
日
の
御
大
婚
よ
り
お
健
や
か
に
五
十
周
年

を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
心
か
ら
お

祝
い
と
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

天
皇
陛
下
に
は
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
、
ご

多
端
な
ご
公
務
を
担
わ
れ
、
国
内
外
の
ご
巡
幸
は

基
よ
り
、
世
界
の
平
和
と
国
民
の
平
安
を
祈
り
続

け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

十
月
二
十
五
日
、
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
奉

祝
神
奈
川
県
民
の
集
い
が
横
浜
の
パ
シ
フ
ィ
コ
横

浜
で
開
催
さ
れ
、
奉
祝
記
念
式
典
が
盛
大
に
行
な

わ
れ
ま
し
た
。

式
典
に
続
き

｢

皇
室
を
戴
く
国

柄
に
つ
い
て｣

と

題
し
ア
サ
ヒ
ビ
ー

ル
㈱
名
誉
顧
問
中

條
高
�
氏
の
記
念

講
演
会
と
、
さ
だ

ま
さ
し
氏
の
ト
ー

ク
＆
ラ
イ
ブ
が
あ

り
、
心
に
響
く
お

二
人
の
お
話
に
参

集
し
た
人
々
は
感

動
し
、
会
場
は
終

始
華
や
か
な
雰
囲
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気
に
包
ま
れ
お
祝
い
ム
ー
ド
一
色
で
し
た
。

閉
会
後
に
は
、
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
行
進
や
神
輿

渡
御
、
奉
祝
の
提
灯
行
列
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し

た
。こ

の
式
典
に
当
神
社
か
ら
は
、
宮
司
以
下
二
十

数
名
の
神
職
・
巫
女
・
職
員
が
参
加
し
お
祝
い
申

し
上
げ
ま
し
た
。

当
神
社
で
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十

年
を
奉
祝
申
し
上
げ
、
記
念
の
植
樹
を
行

い

｢

黒
松｣

と

｢

梛｣

の
木
を
一
本
づ
つ

参
道
に
植
え
ま
し
た
。

松
は
日
本
を
代
表
す
る
木
で
あ
り
寿
命

が
長
く
冬
の
寒
さ
に
も
耐
え
常
に
緑
を
保

つ
こ
と
か
ら
長
寿
の
表
象
と
仰
が
れ
て
お

り
ま
す
。

梛
は
古
来
こ
の
葉
に
神
霊
が
宿
る
と
さ

れ
、
こ
れ
を
守
り
袋
に
秘
め
て
災
難
除
に

す
る
な
ど
縁
起
の
よ
い
木
と
し
て
崇
め
ら

れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
度
は
謂

れ
の
あ
る
こ
の

二
本
の
木
を
記

念
植
樹
し
、
皇

室
国
家
の
弥
栄

と
氏
子
崇
敬
者

の
守
護
を
お
祈

り
致
し
ま
す
。

�
�

�
�

記 念 植 樹
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畏
れ
多
く
も
天
皇
陛
下
に
は
十
一
月
十
二

日
に
御
即
位
満
二
十
年
の
佳
節
を
お
迎
え
に

な
り
ま
し
た
。
誠
に
慶
賀
に
堪
え
な
い
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
月
六
日
に
行
わ
れ
た
相

模
中
央
氏
子
総
代
会
で

｢

皇
室
の
弥
栄｣
と

題
し
た
記
念
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
奉
祝
国
民
祭
典
の
直
前
に
、
寒
川
神
社

関
係
者
の
皆
様
と
一
緒
に
お
祝
い
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

記
念
講
演
の
後
に
利
根
康
教
宮
司
の
ご
案

内
に
よ
り
、
新
し
く
造
営
さ
れ
た
神
嶽
山
神

苑
を
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
お
庭
は
何
百
年

も
前
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
、
と
て
も
今
年
完
成
し
た
新
し
い
お

庭
と
は
思
え
ず
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
感
動

し
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
の
折
に
資
料
館
も
見
学
さ
せ
て

頂
き
、
私
の
曽
祖
母
に
当
た
る
明
治
天
皇
皇

女
・
竹
田
宮
恒
久
王
妃
昌
子
内
親
王
が
寒
川

神
社
を
参
拝
し
た
際
に
使
わ
れ
た
漆
塗
り
の

角
盥
や
湯
つ
ぎ
等
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を

拝
見
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
に
は
内
廷
皇
族
の

み
が
使
用
を
許
さ
れ
る
表
八
重
菊
花
紋
が
あ

し
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
内
親
王
か

ら
お
宮
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

拝
察
致
し
ま
す
。
遠
い
昔
に
曽
祖
母
が
参
拝

し
た
こ
と
を
思
い
、
寒
川
神
社
と
の
深
い
御

縁
を
感
じ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
平
成
十
六
年
の
歌
会
始
の
お
題
が

｢

幸｣

で
、
天
皇
陛
下
は

｢

人
々
の
幸
願
ひ

つ
つ
国
の
内
め
ぐ
り
き
た
り
て
十
五
年
経
つ｣

と
い
う
御
製
を
御
詠
み
に
な
り
ま
し
た
。
二

万
七
千
首
も
の
国
民
か
ら
の
詠
進
歌
の
ほ
と

ん
ど
は

｢

幸｣

を

｢

自
分
の
幸
せ｣

の
意
味

で
使
用
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
両
陛
下
は

｢

幸｣

と
い
う
言
葉
を

｢

国
民
の
幸
せ｣

と

い
う
意
味
で
お
使
い
に
な
り
ま
し
た
。

天
皇
の
幸
せ
と
は
、
す
な
わ
ち
国
民
の
幸

せ
で
あ
り
、
日
本
国
民
は
両
陛
下
の
無
限
の

愛
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
の
国
柄

は
天
皇
と
国
民
の
絆
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
で
す
か
ら
、
天
皇
陛
下
が
御
存
在
あ
そ

ば
す
だ
け
で
、
国
土
・
人
心
・
文
化
・
習
俗
・

言
語
な
ど
を
包
括
し
た
日
本
そ
の
も
の
が
一

つ
に
統
合
さ
れ
、
次
の
世
代
に
継
承
さ
れ
て

い
く
の
で
す
。
寒
川
神
社
関
係
者
の
皆
様
方

に
は
、
御
即
位
二
十
年
に
当
た
り
、
天
皇
を

仰
ぐ
日
本
国
の
尊
さ
を
噛
み
締
め
て
頂
け
れ

ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

��������	
�
作家｡ 慶應義塾大学講師 (憲法学)｡
昭和50年､ 旧皇族・竹田家に生ま
れる｡
明治天皇の玄孫にあたる｡ 慶應義
塾大学法学部卒業｡ 憲法学・史学
の研究に従事｡
平成18年に著書 『語られなかった
皇族たちの真実』 (小学館)で山本
七平賞を受賞｡
その他著書に 『皇室へのソボクな
ギモン』 (扶桑社､ 共著)､ 『旧皇
族が語る天皇の日本史』 (PHP新
書)､ 『皇統保守』 (PHP)､ 『エコ
マインド～環境の教科書』 (ベス
トブック)､ 『怨霊になった天皇』
(小学館) などがある｡
平成21年10月､ アパグループ第二
回目 ｢真の近現代史観｣ 懸賞論文
で最優秀藤誠志賞を受賞｡

常宮・周宮両内親王殿下御参拝

■角盥 (ツノタライ) ・湯差し 明治34年(1901)
寒川神社蔵

明治34年４月１日寒川神社御参拝時､ 手水に使用
された角盥｡
明治天皇第六皇女 常宮(つねのみや)昌子内親王(竹田宮妃)
明治天皇第七皇女 周宮(かねのみや)房子内親王(北白川宮妃)
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一
年
間
の
塵
や
埃
を
拂
い
清

め
、
新
年
を
迎
え
る
師
走
恒
例

の
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

御
神
前
に
て
奉
告
祭
が
執
行

さ
れ
た
後
、
御
本
殿
を
始
め
神

門
・
手
水
舎
等
す
べ
て
の
建
物

が
拂
わ
れ
ま
す
。
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一
年
の
最
後
の
祭
典
、
師
走

の
大
祓
式
並
び
に
除
夜
祭
が
執

り
行
わ
れ
ま
す

半
年
間
の
罪
穢
れ
を
人
形
に

託
し
祓
い
や
る
大
祓
神
事
が
境

内
に
て
行
わ
れ
、
ご
参
列
者
ま

た
全
国
よ
り
郵
送
で
送
ら
れ
た

人
形
が
祓
い
清
め
ら
れ
ま
す
。

尚
、
当
日
午
後
一
時
よ
り
行

わ
れ
ま
す
大
祓
神
事
は
、
ど
な

た
で
も
ご
参
列
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
当
日
お
越
し
に
な
れ
な
い

方
に
は
、
お
申
し
込
み
の
ご
案

内
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
の
で

ご
連
絡
下
さ
い
。
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天
皇
陛
下
の
お
誕
生
日
を
お

祝
い
す
る
天
長
祭
が
斎
行
さ
れ

ま
す
。

当
日
は
役
員
・
総
代
を
始
め

多
く
の
方
々
が
参
列
し
、
天
皇

陛
下
の
ご
長
寿
ま
た
皇
室
の
弥

栄
が
祈
念
さ
れ
ま
す
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十
一
月
二
十
三
日
新
嘗
祭
が

厳
粛
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

ご
神
前
に
は
、
氏
子
崇
敬
者

よ
り
ご
奉
納
頂
き
ま
し
た
米
・

野
菜
・
果
物
・
酒
・
餅
等
多
く

の
品
々
が
堆
く
供
え
ら
れ
、
秋

の
豊
か
な
収
穫
に
対
し
、
感
謝

の
誠
を
捧
げ
、
皇
室
の
ご
安
泰

と
氏
子
崇
敬
者
の
ご
繁
栄
を
祈

念
い
た
し
ま
し
た
。

祭
典
終
了
後
に
は
、
篤
志
奉

納
者
の
方
々
へ
感
謝
状
と
記
念

品
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

� � ���
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(

敬
称
略
・
順
不
同)

水
彩
画
壱
点

森

治
郎

浄

財

中
島

捷
介

掛
軸
及
び
額

小
林

亮

浄

財

佐
藤

俊
哉

浄

財

上
原

正
治

浄

財

㈱
豊
榮
金
属

浄

財

遠
藤

清

花
入
れ
及
び
花
台

㈱
慶
塚
漆
器
工
房

浄

財

宇
井

胡
扇

水
晶
玉
壱
個

荻
島
三
起
生

��������

������
������
������
������
������

十
一
月
三
日
に
明
治
祭
が
斎
行
さ
れ
、
皇

室
の
弥
栄
と
国
家
国
民
の
繁
栄
を
お
祈
り
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
近
代

日
本
の
輝
か
し
い
時

代
の
礎
を
築
か
れ
た

明
治
天
皇
御
聖
誕
を

お
祝
い
し
、
そ
の
聖

徳
大
業
を
仰
ぎ
奉
る

日
、
今
日
で
は
文
化

の
日
と
し
て
国
民
に

親
し
ま
れ
て
お
り
ま

す
。

�
�
�
�
�
�
 
!
"
#

十
一
月
九
日
、
神
奈
川
県
神
社
庁
相
模
湘
南
支

部
の
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭
が
当
神
社
の
御

本
殿
に
て
執
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
神
宮
大
麻
暦
は
奉
告
祭
の
後
、
管
内
の
各

神
社
よ
り
氏
子
崇
敬

者
の
皆
様
方
へ
頒
布

さ
れ
ま
す
。

神
宮
大
麻
を
始
め

氏
神
様
の
御
神
札
を

お
受
け
に
な
ら
れ
、

新
年
を
お
迎
え
下
さ

い
ま
す
よ
う
ご
祈
念

申
し
上
げ
ま
す
。
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國
學
院
大
學

神
道
文
化
学
部
教
授

神
道
学
博
士

連

載
第
六
十
二
回
の
式
年
遷
宮
に
比
べ
て
、
非
常
時
に
の

ぞ
ん
で
執
行
さ
れ
る
遷
宮
、
つ
ま
り
仮
殿
遷
宮
は
内
宮

が
延
暦
十
年

(

七
九
一)

八
月
よ
り
昭
和
十
七
年
五
月

ま
で
、
外
宮
は
長
暦
四
年

(

一
〇
四
〇)

七
月
よ
り
昭

和
十
五
年
四
月
ま
で
仮
殿
遷
宮
が
み
ら
れ
る
。
し
か
も

中
世
に
か
ぎ
れ
ば
、
内
宮
三
九
回
に
対
し
て
外
宮
五
六

回
で
あ
り
、
頻
繁
に
執
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
見
落
と

し
が
た
い
。

仮
殿
と
は
本
殿
の
修
理
に
際
し
て
、
神
霊
を
し
ば
し

宿
ら
せ
る
べ
き
黒
木
を
用
い
た
御
殿
で
あ
り
、
薗
田
守

良
は

｢

い
と
仮
初
の
御
殿｣
(
『

神
宮
典
略』

七)

と

い
う
。
正
殿
の
葺
萱
・
檜
皮
の
朽
損
や
心
御
柱
の
傾
奇
、

御
装
束
・
神
宝
の
湿
損
な
ど
、
遷
宮
の
理
由
は
様
々
で

あ
っ
た
。
ま
た
仮
殿
を
建
て
る
こ
と
な
く
東
宝
殿
や
御

饌
殿
な
ど
、
既
設
の
殿
舎
を
緊
急
に
用
い
る
場
合
も
あ
っ

た
。
仮
殿
の
造
営
は
大
宮
司
が
あ
た
り
、
神
霊
の
奉
遷

に
は
祭
主
が
奉
仕
す
る
の
を
慣
例
と
し
て
い
る
。

ま
ず
禰
宜
か
ら
仮
殿
造
営
の
注
進
状
が
捧
げ
ら
れ
、

勅
裁
が
く
だ
り
日
時
宣
旨
が
よ
せ
ら
れ
る
。
鎮
地
祭
・

上
棟
祭
・
心
御
柱
奉
立
・
御
船
代
祭
・
御
戸
祭
を
へ
て

仮
殿
が
建
ち
上
が
る
。

仮
殿
の
寸
法
は

『

建
久
九
年
内
宮
遷
宮
記』

に
み
る

例
を
あ
げ
た
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
黒
木
造
り
の
御
殿
の

高
さ
一
丈
二
尺
五
寸
、
長
さ
二
丈
六
尺
、
屋
根
が
板
葺
、

棟
持
柱
が
一
丈
六
尺
五
寸
、
御
板
敷
が
檜
板
で
あ
る
。

現
在
の
正
殿
に
く
ら
べ
て
も
、
随
分
と
小
ぶ
り
な
社
殿

で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
仮
殿
を
建
て
ず
東

宝
殿
を
流
用
す
る
場
合
に
は
、
大
床
・
高
欄
・
御
階
を

併
設
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
。

仮
殿
が
竣
工
す
る
と
、
御
船
代
の
料
木
伐
採
か
ら
神

体
を
容
れ
る
御
器
の
奉
作
に
入
る
が
、
仮
殿
の
造
営
ま

で
は
前
年
ま
た
は
当
年
に
済
ま
せ
、
御
飾
お
か
ざ
り

・
遷
御

せ
ん
ぎ
ょ

と
い

う
本
番
に
入
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
遷
御
に
は
前
陣
・

後
陣
な
ど
を
参
考
に
す
れ
ば
、
内
宮
例
で
は
仁
治
三
年

(

一
二
四
二)

が
一
九
五
人
、
建
長
六
年

(

一
二
五
四)

が
一
五
三
人
、
永
仁
五
年

(

一
二
九
七)

が
二
一
〇
人
、

慶
長
三
年

(
一
五
九
八)

が
一
九
九
人
、
外
宮
例
で
は

�
�

�
�

�
�

�
�

殿
の
御
修
理
を
当
日
も
し
く
は
翌
日
ま
で
に
完
了
し
て
、

神
霊
が
正
殿
を
必
要
な
く
空
け
る
の
を
嫌
い
、
あ
く
ま

で
も

｢

御
一
宿

ご
い
っ
し
ゅ
く｣

を
原
則
と
し
て
い
る
。
神
社
の
神
霊

も
大
祭
前
夜
に
御
旅
所
に
う
つ
り
、
翌
日
に
氏
子
区
域

を
廻
っ
て
、
本
殿
に
還
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
も

｢

御
一
宿｣

を
尊
ぶ
神
祇
の
慣
例
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。

遷
宮
制
度
が
次
第
に
機
能
し
な
く
な
る
と
、
仮
殿
遷

宮
を
た
び
重
ね
て
、
現
状
を
糊
塗
す
る
非
常
の
時
代
が

な
が
く
続
い
た
。
中
世
末
葉
も
寛
正
三
年(

一
四
六
二)

の
内
宮
遷
宮
以
来
、
百
二
十
四
年
と
い
う
気
の
遠
く
な

る
ほ
ど
の
歳
月
を
へ
て
、
専
ら
仮
殿
遷
宮
に
依
存
し
て

い
た
非
常
の
時
代
が
お
わ
り
、
天
正
十
三
年

(

一
五
八

五)

に
ふ
た
た
び
遷
宮
制
度
が
復
興
さ
れ
た
の
は
誠
に

喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

永
正
十
八
年

(

一
五
二
一)

が
八
一
人

(

但
し
昇
殿

供
奉
は
含
ま

ず)

で
あ
っ

て
、
こ
れ
か

ら
す
れ
ば
式

年
遷
宮
の
陣

列
と
さ
し
て

遜
色
は
な
い
。

仮
殿
に
神

霊
を
お
遷
し

す
る
と
、
正

『建久九年内宮仮殿遷宮之図』
荒木田末寿描

『皇大神宮殿舎之図』 (｢故事類苑｣ 所載)
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本
年
四
十
二
回
目
を
迎
え
ま
し
た
菊
花
・
写
真
展
が
、
十
一
月
十

日
よ
り
二
十
三
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

菊
花
展
の
審
査
長
に
尾
�
元
彦
氏
、
ま
た
副
審
査
長
に
遠
藤
吉
和

氏
、
そ
し
て
写
真
展
の
審
査
長
を
伊
奈
喜
久
雄
氏
に
そ
れ
ぞ
れ
お
願

い
し
、
厳
正
な
る
審
査
の
結
果
、
次
の
方
々
が
入
賞
さ
れ
新
嘗
祭
に

併
せ
て
表
彰
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

(

敬
称
略)

��������
��������

��������
��������

��������
��������
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�
�

厚
物

｢

新
太
平
の
銀
峰｣

佐
野

多
昭

�
	

�
�
�
�

間
管

｢

泉
郷
富
水｣

杉
崎

松
勇

�
�
�
�

�
�

伊
藤

勉

�
�

中
野

信
義

�
�

梶

俊
一

�
�
�
�
�

石
田

眞
臣

�
�
�
�
�
�
�
�

清
田

美
躬

�
�
�
�
 
!
�
"
#
$

�
�
�

石
田

眞
臣

�
�
#
%
&
'
(
"
#
$

�
�
�

内
藤

俊
雄

)
*
+
,
�
-
�

小
峰

勝
子

.
/
0
1
�
�
�
2
3
�

柳
下

愛
子

4
5
�
6
7
8
9
:
;
�

内
藤

俊
雄

)
<
=
>
�
6
?
@
A
B

C
D
�
�

佐
野

晴
子

E
F
G
H
�
I
�
�
:
;
�

榎
田

忍

J
K
L
M
�

長
澤

弘
光

N
O
P
#
Q
&
�

松
野

寛

N
O
P
#
Q
&
�

高
橋

一
郎

R
S
4
5
�

内
藤

秀
夫

R
S
4
5
�

唐
沢

茂
實

R
S
4
5
�

秋
山

美
好

T
U
V
'
W
X
�

山
口

勇
T
U
V
'
W
X
�

原
島

博

田
中

昇

三
橋

太
一

井
口

忠

田
辺

弘
之

臼
井

正

土
方

勝
守

長
澤

弘
光

中
野

信
義

�
Y
�
�

�
�

酒
井

茂
夫

�
�

鴨
志
田
信
子

�
�

麻
生

喜
男

�
�
�
Z
�
Z
�
�

松
野

寛

E
F
G
H
�
I
�
�
:
;
�

井
口

忠

N
O
P
#
Q
&
�

石
川

登

[
\

大
出

進

岡
田

秀
麿

]
^
�
�

�
�

高
橋

一
郎

�
�

市
川

秀
男

�
�

藤
好

清
晴【菊花展 宮司賞】

�
�
#
%
&
'
(
"
#
$

�
�
�

清
川

八
郎

)
<
=
>
�
6
?
@
A
B

C
D
�
�

阿
諏
訪

豊

R
S
4
5
�

岡
田

秀
麿

T
U
V
'
W
X
�

杉
崎

松
勇

[
\

大
貫
チ
ヨ
子

松
野

寛

大
城

征
治

荻
野

輝
夫

_
^
�
�

�
�

杉
崎

松
勇

�
�

水
島

進

�
�

天
利

勇

.
/
0
1
�
�
�
2
3
�

内
藤

俊
雄

4
5
�
6
7
8
9
:
;
�

清
田

美
躬

J
K
L
M
�

水
島

進

N
O
P
#
Q
&
�

阿
諏
訪

豊

R
S
4
5
�

富
永

英
雄

[
\

井
口

忠

荒
田

洋
司

小
室

久
次

後
藤

勤

`
a
�
�

�
�

富
永

英
雄

�
�

清
田

美
躬

�
�

清
田

美
躬

[
\

渡
辺

要
治

柿
澤

昌
明

福
岡

堅

田
辺

弘
之

吉
田

茂
雄

高
橋

一
郎

小
室

久
次

渡
邊

昭
義

b
c
d
�
�

�
�

松
野

寛

�
�

吉
田

茂
雄

�
�

内
藤

俊
雄

[
\

井
口

忠

小
峰

勝
子

田
中

昇

秋
山

美
好

金
子
孔
四
郎

阿
諏
訪

豊

清
田

美
躬

柳
下

愛
子

e

f
�
�

g
h
�
�

木
村

實

i
j
k
D
l
�
�
:
;
�
�

関
場

清

)
*
+
,
�
-
�

岡
田

秀
麿

[
\

土
方

勝
守

鴨
志
田
信
子

伊
藤

勉

【菊花展 神社本庁統理賞】

T
U
V
'
W
X
�

小
室

久
次

[
\

水
島

進

清
田

美
躬

唐
沢

茂
實

天
利

勇

亀
山

邦
男

柳
澤

芳
夫

田
中
嘉
代
子

広
木

千
年

m
^
�
�

�
�

田
中

博
司

�
�

麻
生

喜
男

�
�

平
野

正
夫



十
月
十
二
日
開
催
さ
れ
た
茅
ヶ
崎
市
吟

詠
コ
ン
ク
ー
ル
に
少
年
館
よ
り
四
名
の
館

生
が
出
場
し
、
少
年
の
部
で
は
前
田
幸
佑

君
が
二
位
、
杉
並
忠
長
君
が
三
位
に
入
賞

し
ま
し
た
。
先
生
の
熱
心
な
ご
指
導
が
実

を
結
び
、
館
生
に
と
っ
て
は
大
き
な
自
信

と
な
っ
た
よ
う
で
す
。

十
月
八
日
寒
川
町
武
道
大
会
が
開
催
さ
れ
、

剣
道
少
年
の
部
に
館
生
六
名
が
出
場
し
ま
し

た
。
小
学
五
年
の
部
で
荒
井
響
君
が
優
勝
。

同
三
年
の
部
で
は
安
永
優
人
君
が
、
同
二
年

の
部
で
は
村
田
雄
一
郎
君
が
そ
れ
ぞ
れ
三
位

に
入
賞
し
、
先
生
も
満
面
の
笑
み
を
湛
え
館

生
も
大
喜
び
で
し
た
。

�
�

�
�

�
�

�

吟
詠
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞

�
青
少
年
活
動
だ
よ
り

寒
川
町
武
道
大
会
で
見
事
優
勝
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順
不
同
・
敬
称
略)
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阿
諏
訪

豊

(
寒
川
町)

天
利

勇

(
寒
川
町)

田
辺

弘
之

(
大
和
市)

湯
尾

光
雄

(

大
和
市)

荻
窪

元
吉

(

横
浜
市)

横
山

仲
次

(

大
和
市)

井
口

忠

(

大
和
市)

冨
樫

高

(

横
浜
市)

大
野

常
俊

(

横
浜
市)

前
田

晃

(

横
浜
市)

山
口

勝
己

(

横
浜
市)

足
立

武
夫

(

横
浜
市)

勝
田

不
二

(

伊
勢
原
市)

笠
原

敏
男

(

伊
勢
原
市)

福
岡

堅

(

寒
川
町)

亀
山

邦
男

(

寒
川
町)

山
崎

武

(

藤
沢
市)

藤
好

清
晴

(

寒
川
町)

中
野

信
義

(

伊
勢
原
市)

杉
崎

松
勇

(

大
磯
町)

大
貫

一
義

(

厚
木
市)

佐
野

多
昭

(

座
間
市)

佐
野

晴
子

(

座
間
市)

佐
川

豈
弘

(

藤
沢
市)

杉
山

春
夫

(

藤
沢
市)

柴
田

精
一

(

綾
瀬
市)

増
山

光
宏

(

伊
勢
原
市)

古
屋

宣
誉

(

座
間
市)

山
口

勝
弘

(

海
老
名
市)

屋
城
善
二
郎

(

海
老
名
市)

小
川

敏
幸

(

大
磯
町)

二
宮

和
昭

(

平
塚
市)

小
峯

貞
雄

(

平
塚
市)

佐
藤

信
一

(

座
間
市)

渡
邊

昭
義

(

座
間
市)

奥
津

国
勝

(

座
間
市)

田
戸

一
雄

(

座
間
市)

永
井

均

(

海
老
名
市)

酒
井

茂
夫

(

海
老
名
市)

石
原

達
男

(

茅
ヶ
崎
市)

小
川

弘

(

茅
ヶ
崎
市)

亀
井

家
治

(

茅
ヶ
崎
市)

菅
野

仁
蔵

(

茅
ヶ
崎
市)

八
田

信
義

(

茅
ヶ
崎
市)

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�

�
�

(

敬
称
略)
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�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

柳

盛
康


�

水
野

武


�

堀
米

和
夫

�
�

椎
野

英
三

�
�

長
谷
川
美
佐

�
�

石
井

吉
雄

�
	
�
�
�

安
河
内
栄
子

�
�
�
�
�
�

吉
田

勝
昌

�
	
�
�
�
�
�
�

猿
渡

政
吾

�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�

田
中

秀
昭

�
	
�
�
 
!
�
"
#
$

�
�
�

寺
山

記
臣

�
	
#
%
&
'
(
"
#
$

�
�
�

沓
名

知
之

�
	
#
%
&
'
(
"
#
$

�
�
�

松
岡

孝
治

�
	
�
)
*
�
�

�
橋
由
美
子

�
	
�
+
,
-
�
�

下
里

勝
二

.
/
0
1
�
2
�

荒
牧

章
夫

.
/
0
1
�
2
�

堀

洋
己

3
4
5
'
6
7
�

清
水

進

8
9
:
#
;
&
�

荻
原

勇
一

<
=
>
?
�

坂
井

清
八

<
=
>
?
�

永
井

正
治

<
=
>
?
�

日
比

往
男

<
=
>
?
�

平
野

榮
三

@
A

B
�
	
�
�
�東

海
林
良
子

@
A

B
�
	
�
�
�原

田

欽
司

C
D
E
F
G
H
�

中
村

重
雄

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

左
記
の
方
々
よ
り
赤
誠
溢
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

I
J
K
L
M
N
O
M
P
Q
R
S
T
(

順
不
同
・
敬
称
略)

四
万
円

㈱
宮
岡

埼
玉
県
川
口
市

二
万
円

大
滝
光
雄

藤
沢
市
辻
堂
新
町

〃

㈲
ト
レ
イ
ダ
ー
・
デ
プ
ト

埼
玉
県
川
口
市

〃

生
田
裕
二

相
模
原
市
津
久
井
町
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こ
の
あ
ゆ
み
展
は
特
別
展
と
し
て
開

催
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
公
演
に
使
用
し

た
衣
装
・
面
・
扇
等
が
多
数
展
示
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
他
パ
ネ
ル
や
映
像
に
よ
る
紹
介

も
あ
り
、
訪
れ
た
多
く
の
参
拝
者
は
美

し
い
日
本
の
伝
統
美
を
心
ゆ
く
ま
で
堪

能
さ
れ
ま
し
た
。

������������������������

本
年
二
月
末
日
を
も
ち
ま
し
て
多
田
一
馬
宮
司
が
退
任
さ
れ
、
三
月
一

日
利
根
康
教
禰
宜
が
宮
司
代
務
者
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。

多
田
前
宮
司
は
、
四
月
二
十
日
に
神
社
本
庁
よ
り
名
誉
宮
司
の
称
号
を

お
受
け
に
な
り
ま
し
た
。

�
�

�
�
�
�
�
�

演
能
に
先
立
ち
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

相
模
薪
能
を
長
年
支
え
て
下
さ
っ
た
方
々
二
十
七
名

に
、
宮
司
よ
り
感
謝
状
と
記
念
品
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

感
謝
状
受
賞
者
芳
名

(

敬
称
略
・
順
不
同)

�
鎌
倉
能
舞
台

野
村
万
作

遠
藤
喜
久

中
森
貫
太

野
村
萬
斎

鈴
木
啓
吾

観
世
喜
正

石
田
幸
雄

佐
久
間
二
郎

五
木
田
三
郎

高
野
和
憲

小
島
英
明

殿
田
謙
吉

深
田
博
冶

坂
真
太
郎

一
噌
隆
之

足
立
禮
子

松
井
好
三

鵜
澤
洋
太
郎

弘
田
裕
一

本
田
博
保

國
川

純

駒
瀬
直
也

斉
藤
比
佐
晃

小
寺
佐
七

奥
川
恒
治

熊
谷
真
太
郎

�
�

�
�

相
模
薪
能
は
、
畏
く
も
昭
和
天
皇
の
御
聖
断
を
い
た
だ
き
、
大
東
亜
戦

争
の
矛
を
収
め
た
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
に
因
み
、
今
日
の
平
和
に
感

謝
し
、
祖
国
日
本
の
た
め
に
尊
い
生
命
を
捧
げ
ら
れ
た
護
国
の
英
霊
、
戦

争
犠
牲
者
の
御
霊
を
お
慰
め
申
し
上
げ
、
真
の
世
界
平
和
、
国
家
の
繁
栄

を
祈
る
べ
く
始
め
ら
れ
た
神
事
能
で
昭
和
四
十
五
年
よ
り
開
催
さ
れ
皆
様

の
ご
協
力
に
よ
り
四
十
回
を
迎
え
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

巫
女
に
よ
る
浪
速
神
楽
の
奉
奏
が
あ
り
、

日
頃
か
ら
修
練
を
重
ね
て
き
た
成
果
を
披

露
い
た
し
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
�
�
$
%

&
'
(
)
*

は
じ
め
か
ら
魅
力
あ
る
軽
妙
な
会
話
に
観
客
は
大
喜
び

で
し
た
。

お
二
人
と
も
、
お

父
上
様
と
一
緒
に
寒

川
神
社
へ
来
ら
れ
た

時
の
話
に
な
る
と
、

表
情
が
輝
き
生
き
生

き
と
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。

短
い
時
間
で
し
た

が
、
熱
い
思
い
を
語
っ

て
頂
い
た
お
二
人
の

今
後
の
ご
活
躍
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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事
業
の
大
き
な
目
的
は
、
寒
川
大
明
神
さ

ま
の
更
な
る
御
神
恩
に
応
え
、
そ
の
御
神
威

を
一
層
高
め
て
頂
く
た
め
に
、｢

難
波
の
小

池｣

の
湧
水
を
確
保
し
、
御
本
殿
の
借
景
に

相
応
し
い

｢

神
嶽
山｣

の
杜
造
り
を
行
う
こ

と
で
し
た
。
最
も
課
題
と
し
た
の
は
、
寒
川

神
社
の
起
源
と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
長
年
禁

足
地
と
さ
れ
て
き
た

｢

神
嶽
山｣

と

｢

難
波

の
小
池｣

に
我
々
現
代
人
が
手
を
加
え
て
よ

い
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
神
さ
ま
の
住
い
を
新
し
く
お
建

て
替
え
し
、
神
さ
ま
の
御
神
域
を
整
え
る
こ

と
は
必
ず
や
御
神
慮
に
叶
う
も
の
と
確
信
し
、

研
究
を
重
ね
、
史
実
に
基
づ
き
な
が
ら
数
々

の
検
証
を
行
い
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
の
が

我
々
の
責
務
で
は
な
い
か
と
御
本
殿
周
辺
整

備
事
業
委
員
会
を
発
足
。
御
社
殿
御
造
営
竣

工
の
十
周
年
を
記
念
し
、
永
年
先
祖
の
方
々

が
伝
承
さ
れ
て
き
た
神
域
を
整
備
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

設
計
監
理
を
日
本
造
園
設
計
㈱
代
表
枡
野

俊
明
氏

(

徳
雄
山
建
功
寺
住
職)

、
施
工
を

㈱
竹
中
工
務
店
横
浜
支
店
に
ゆ
だ
ね
事
業
に

着
手
し
ま
し
た
。

第
一
期
工
事

平
成
十
七
年
七
月
一
日
〜

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日

①
神
嶽
山
の
造
成
と
植
栽
②
難
波
の
小

池
の
改
修
③
外
門

(

兼
管
理
室)

・
手

水
舎
の
建
設
④
御
神
水
取
り
処
・
浄
め

土
受
所
の
設
置
⑤
御
本
殿
を
守
る
防
災

設
備
の
充
実

(

放
水
銃
／
防
火
水
槽
設

置
他)

第
二
期
工
事

平
成
十
九
年
六
月
七
日
〜

平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日

⑥
池
泉
回
遊
式
庭
園
の
造
成
⑦
内
門
・

茶
室
・
茶
屋
の
建
設
⑧
資
料
館

(

兼
宝

物
収
蔵
庫)

の
建
設

	



�
�

�

｢

神
嶽
山｣

と

｢

難
波
の
小
池｣
は
御
本

殿
の
正
中
軸
上
で
あ
り
、
神
聖
度
も
高
く
厳

格
な
神
域

(

真)

を
目
指
し
た
の
に
対
し
、

神
嶽
山
を
借
景
と
し
難
波
の
小
池
の
御
神
水

で
満
た
さ
れ
た
池
泉
回
遊
式
庭
園
は
神
の
元

に
憩
い
触
れ
合
う
神
苑

(

行
・
草)

作
り
を

目
指
し
ま
し
た
。
内
門
は
そ
の
二
つ
の
空
間

の
結
界
で
あ
り
神
の
領
域
と
人
の
領
域
の
界

を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
庭
園
内
に
掛
け

た
橋

(

土
橋
と
石
橋)

も
結
界
を
表
し
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
を
渡
る
こ
と
で
厳
粛
な
空
間

(

行)

か
ら
神
人
和
楽
の
安
ら
ぎ
の
世
界

(

草)

へ
と
続
き
ま
す
。
橋
の
手
前
は
御
神

水
の
象
徴
で
あ
る
八
氣
の
泉
や
神
事
を
行
う

石
舞
台
の
み
で
あ
り
、
茶
室
・
茶
屋
・
資
料

館
な
ど
の
憩
い
の
空
間
は
い
ず
れ
も
橋
の
向

こ
う
側
に
配
置
し
て
お
り
ま
す
。

庵
治
石
を
は
じ
め
瀬
戸
内
海
産
の
物
で
す
が
、

出
来
る
だ
け
昔
か
ら
境
内
に
あ
っ
た
石
を
加

工
し
て
再
利
用
し
て
お
り
ま
す
。
茶
室
等
の

木
工
事
や
滝
の
石
組
み
等
の
造
園
工
事
は
す

べ
て
京
都
に
て
仮
組
み
を
行
い
、
宮
司
自
ら

が
現
地
に
赴
き
調
整
を
な
し
て
お
り
ま
す
。

植
栽
に
つ
い
て
も
全
国
各
地
か
ら
選
び
出
さ

れ
た
も
の
を
移
植
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
一

つ
の
特
色
と
し
て
寒
川
大
明
神
の
御
神
徳
で

あ
る
八
方
除
に
因
み
、
八
角
形
の
造
作
物
が

目
立
ち
ま
す
。

一
流
の
職
人
達
が
叡
智
を
結
集
し
、
寒
川

大
明
神
の
御
神
徳
発
揚
の
為
に
誠
心
誠
意
作

り
上
げ
た
神
苑
で
す
。
今
ま
で
禁
足
地
で
あ
っ

た
尊
い
御
神
域
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
ば
、

そ
こ
は
精
気
に
満
ち
溢
れ
、
神
聖
な

｢

難
波

の
小
池｣

ま
た

｢

神
嶽
山｣

の
杜
を
拝
す
る

こ
と
に
よ
り
大
明
神
の
御
神
威
に
触
れ
る
こ

と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
四
季
の
移

ろ
い
を
感
じ
な
が
ら
清
ら
か
な
流
れ
に
心
を

洗
わ
れ
、
神
人
和
楽
の
一
時
を
お
過
ご
し
頂

く
こ
と
で
更
な
る
深
い
信
仰
心
を
育
ん
で
頂

け
れ
ば
幸
い
で
す
。


�

�
�

�
�

�

｢

神
嶽
山｣

は
、
本
殿
の
高
さ
約
十
五
メ
ー

ト
ル
に
対
し
、
約
八
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
ま
で

自
然
盛
土
を
行
い
築
山
さ
れ
ま
し
た
。
山
の

頂
上
部
の
楠
等
の
大
木
は
既
存
樹
木
を
残
し
、

小
池
の
周
辺
や
正
中
軸
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は

神
聖
度
の
高
い
米
栂
を
中
心
に
植
栽
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

｢
難
波
の
小
池｣

は
、
元
の
位
置
を
変
え

ず
に
石
を
積
み
直
し
、
湧
水
を
確
保
し
ま
し

た
。
ま
た
、
小
池
か
ら
神
嶽
山
の
周
囲
は
吉

野
石
が
積
ま
れ
厳
格
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
お

り
ま
す
。

所
々
に
利
用
さ
れ
て
い
る
石
は
、
四
国
の

神嶽山から御本殿を仰ぐ

御神水で満たされた池泉回遊式庭園

難波の小池
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癌
に
罹
患
さ
れ
る
と
、
癌
の

進
行
に
伴
い
、
約
７
割
の
方
が

癌
に
伴
う
痛
み
を
経
験
さ
れ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
痛
み
の

程
度
や
状
況
は
人
に
よ
り
様
々

で
す
が
、
癌
の
進
行
に
伴
い
痛

み
が
出
現
し
、
次
第
に
増
強
し

て
い
く
こ
と
が
多
く
、
こ
の
絶

え
間
な
く
続
く
痛
み
が
、
不
眠
、

疲
労
、
不
安
、
恐
怖
、
怒
り
、

悲
し
み
、
う
つ
状
態
、
孤
独
感

を
招
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
人

の
生
活
の
質
を
著
し
く
損
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

か
つ
て
我
々
は
、
我
慢
と
謙

遜
を
美
徳
と
し
て
き
ま
し
た
。

け
れ
ど
、
癌
の
引
き
起
こ
す
痛

み
は
、
我
慢
し
て
も
決
し
て
軽

快
す
る
こ
と
は
無
く
、
執
拗
で

進
行
性
で
あ
り
、
癌
の
疼
痛
に

よ
る
苦
し
み
を
我
慢
す
る
こ
と

は
ご
本
人
に
と
っ
て
何
の
意
味

も
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ

(

世
界
保
健
機
構)

も
、
癌
の
痛
み
は
積
極
的
に
治

療
す
る
こ
と
を
推
進
し
て
お
り

ま
す
。

癌
の
痛
み
の
治
療
に
は
一
般

的
な
解
熱
鎮
痛
剤
の
他
に
、
リ

ン
酸
コ
デ
イ
ン
な
ど
弱
オ
ピ
オ

イ
ド
と
呼
ば
れ
る
お
薬
や
、
モ

ル
ヒ
ネ
、
合
成
麻
薬
の
フ
ェ
ン

タ
ニ
ル
な
ど
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

癌
の
痛
み
に
対
し
て
モ
ル
ヒ
ネ

を
は
じ
め
と
す
る
麻
薬
系
鎮
痛

剤
を
開
始
さ
れ
る
場
合
に
、
麻

薬
を
使
用
す
る
こ
と
を
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
く
と
、
麻
薬
中
毒

や
廃
人
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

死
期
を
早
め
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
不
安
を
口
に
さ
れ
る
方

も
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
医
療
用

の
麻
薬
は
、
覚
せ
い
剤
や
大
麻

な
ど
の
違
法
な
目
的
で
使
用
さ

れ
る
麻
薬
と
は
異
な
り
、
正
し

く
用
い
ら
れ
れ
ば
依
存
症
や
中

毒
の
心
配
な
く
、
癌
の
も
た
ら

す
痛
み
や
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ

た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

癌
の
疼
痛
緩
和
目
的
で
使
用
さ

れ
る
麻
薬
が
原
因
で
死
期
が
早

ま
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

癌
の
痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
で
夜
ぐ
っ
す
り
と
眠
れ
る

よ
う
に
な
り
、
食
欲
や
元
気
さ

を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
何
よ
り
も
生
き
る

意
欲
が
回
復
し
ま
す
。

癌
の
痛
み
に
使
用
す
る
麻
薬

は
、
飲
み
薬
の
他
に
、
貼
付
剤
、

座
薬
、
注
射
薬
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
ど
の
お
薬
を
使
用
す
る
か

は
、
そ
の
時
の
お
体
の
状
況
で

決
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
病
状

の
変
化
に
よ
っ
て
も
使
用
す
る

お
薬
の
使
い
方
や
量
を
調
節
し

て
、
痛
み
や
苦
痛
を
感
じ
な
く

す
る
工
夫
を
行
い
ま
す
。
痛
み

の
治
療
に
使
用
す
る
の
は
い
わ

ゆ
る
痛
み
止
め
と
し
て
使
わ
れ

る
お
薬
だ
け
で
な
く
、
ス
テ
ロ

イ
ド
、
局
所
麻
酔
薬
、
け
い
れ

ん
や
不
整
脈
の
治
療
に
用
い
ら

れ
る
お
薬
な
ど
も
有
効
な
こ
と

が
あ
り
、
麻
薬
と
併
用
し
て
疼

痛
緩
和
治
療
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
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主

事

原

光
雄

願
い
に
依
り
職
を
免
ず
る

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日

�
�
�
�

�

�
�
 

�

介
護
職

亀
田

ゆ
か

神
恵
苑
勤
務
を
命
ず
る

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日

��������	

� � 12月16日(水)
午後２時～３時

��� 寒川神社 参集殿

� � ｢ワクチンについて｣

� � 薬剤師
福 富 大 樹

入場無料 申込不要
ご来場をお待ちしております｡

������������

寒 川 病 院



美
し
い
虹
が
ご
本
殿
の
上
か
ら

弧
描
い
た
瞬
間
を
撮
影
し
ま
し
た
。

い
つ
の
間
に
か
歳
の
瀬
。
来
年

こ
そ
は
福
の
神
が
来
て
ほ
し
い
。

読
者
の
皆
様
方
に
は
謹
ん
で
一

年
間
の
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
う
か
良
い
年
を
お
迎
え
な
ら

れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

���	
	��� さ が み ������

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

			





���
���


���

狛
犬
の
化
粧
直
す
や
神
の
留
守

根
岸

君
子

と
っ
ぷ
り
と
暮
れ
て
あ
か
る
き
酉
の
市

相
原

白
蕗

立
冬
の
野
を
高
鳴
き
ぬ
朝
鴉

露
木
て
る
子

雑
兵
は
彩
り
乏
し
菊
人
形

松
本
美
智
子

時
々
は
裾
ず
り
上
げ
て
七
五
三

飛
石

槿
花

母
に
勝
ち
父
に
負
け
た
る
木
の
実
独
楽

岡
田
風
呂
釜

素
手
で
掻
く
墓
の
落
葉
や
子
の
忌
日

金
指

月
光

霜
強
し
会
釈
に
言
葉
一
つ
足
す

金
子

つ
ぢ

境
内
に
ち
り
一
つ
無
し
神
の
留
守

芹
沢

徳
光

百
度
石
石
に
声
あ
り
残
る
虫

多
田

武
峰

巣
ご
も
り
の
早
ま
る
気
配
冬
に
入
る

原
野

楽
天

托
鉢
に
小
銭
ち
ゃ
り
ん
と
初
時
雨

天
沼

子
平

小
夜
時
雨
只
泣
く
ば
か
り
貰
い
犬

高
橋
は
る
よ
し

立
冬
の
細
り
し
川
の
浮
寝
鳥

千
葉

静
香

月
寒
し
不
況
列
島
照
ら
し
け
り

菅
沼

保
幸

空
澄
み
て
水
澄
み
て
今
日
文
化
の
日

四
ッ
車
梢
月

鬼
柚
子
の
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
を
諸
手
受
く

菅
沼
う
め
の

一
輪
を
咲
か
せ
て
紅
し
冬
薔
薇

伊
藤

公
一

蕎
麦
干
す
や
民
家
少
な
き
奥
武
蔵

宮
入

つ
る

街
路
樹
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
冬
立
つ
日

竹
村
真
砂
美

ひ
ら
く
こ
と
固
く
こ
ば
み
て
冬
薔
薇

山
本

朝
子

何
故
何
故
と
自
問
自
答
や
柚
子
匂
ふ

倉
谷

節
子

(

一)

ア
メ
リ
カ
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
経
済
破
綻
せ
り
わ
が
旋
盤
に
仕
事
の
絶
え
る

斎
藤
く
に
お

霜
避
け
に
越
冬
さ
せ
し
浜
木
綿
の
ゆ
っ
た
り
妖
し
き
白
花
に
お
う

宇
田
川
時
子

清
き
み
ず
富
士
の
裾
野
に
湧
き
出
て
神
秘
の
輝
き
忍
野
八
海

浜
田

寿
子

終
戦
日
辛
く
悲
し
い
日
々
の
記
録
読
み
て
平
和
の
尊
さ
を
知
る

山
口

幸
子

潮
鳴
り
に
バ
イ
ク
の
騒
音
入
り
ま
じ
り
急
わ
し
く
響
く
夕
暮
る
る
街

山
根
喜
美
代

慶
応
大
学
の
道
の
両
の
辺
埋
め
つ
く
す
南
京
ハ
ゼ
の
紅
葉
も
み
じ

の
盛
り

安
藤

慧

吊
り
橋
の
揺
れ
る
道
志
の
川
畔
に
緑
濃
き
丹
沢
を
描
く

鈴
木

助
晴

お
御
輿
に
粋
な
姿
の
母
と
子
が
か
け
声
あ
わ
せ
は
じ
け
る
笑
顔

川
島
�
美
子

漸よ
う
やく
に
肺
癌
手
術
後
の
五
年
過
ぐ
八
十
五
歳
の
日
々
を
生
き
お
り

�
田
マ
ツ
子

鉄
塔
の
明
か
り
は
如
何
に
つ
り
橋
の
海
か
ら
黒
雲
狂
う
雨
音

工
藤

光
子

風
を
み
せ
庭
に
ひ
と
い
き
風
知
草
し
な
や
か
に
ゆ
れ
涼
し
さ
さ
そ
う

稲
畠

治
江

ふ
っ
く
ら
と
稲
穂
ふ
く
ら
む
稲
田
に
は
鳥
よ
け
の
あ
み
黄
に
張
ら
れ
行
く

天
利

春
枝

誕
生
日
祝
い
く
れ
た
る
子
や
孫
の｢

日
々
生
き
生
き
と
元
気
で
い
て
ね｣

岡
元

芳
子

捨
て
ら
れ
ず
た
ま
る
ば
か
り
の
が
ら
く
た
を
見
る
の
み
に
た
だ
手
を
や
き
て
お
り

出
町

安
子

｢

流
行｣

の
ニ
ュ
ー
ス
見
て
急
ぎ
店
頭
に
張
り
紙
の
あ
り
マ
ス
ク
売
切
れ

亀
山

文
子

朝
は
ま
づ
お
日
さ
ま
に
手
を
合
は
す
と
ふ
友
に
う
な
づ
き
我
も
拝
む

講
師
杉
本

照
世
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さ が み����� さ が み ���	
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新年が良い年でありますように､ との願いを込めて製作が進められておりました
｢迎春干支ねぶた｣ が完成いたしました｡ 12月20日神門に掲げられ元旦午前零時に点灯､
初詣にご参拝の皆様をお迎えいたします｡
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