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平
成
二
十
三
年
を
迎
へ
、
ひ
と
月
が
経
ち
新
年
へ
の
初
々

し
い
気
持
ち
も
薄
れ
つ
つ
あ
る
▼
今
年
も
例
年
に
劣
ら
ず
、

当
神
社
も
多
く
の
参
拝
の
方
々
で
賑
っ
た
。
昨
今
問
題
視

さ
れ
て
い
る
若
年
層
を
始
め
と
す
る
日
本
人
の
神
社
離
れ

も
、
こ
の
様
な
光
景
を
目
に
す
る
と
疑
い
を
隠
せ
な
い

▼
最
近
の
日
本
人
は
初
詣
を
始
め
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
要
素

を
含
む
特
別
な
日
へ
の
み
神
社
へ
参
拝
す
る
と
批
判
さ
れ

が
ち
だ
が
、
初
詣
に
於
い
て
の
人
々
が
御
神
前
へ
と
手
を

合
わ
せ
る
様
は
決
し
て
欲
深
く
な
く
、
感
謝
の
気
持
ち
を

大
切
に
す
る
神
道
の
信
仰
心
に
最
も
則
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
▼
日
本
人
は
古
来
よ
り
森
羅
万
象
、
全
て

に
神
が
宿
る
と
考
え
、
そ
の
信
仰
が
神
道
の
根
源
と
な
り

現
在
も
そ
れ
は
不
変
で
あ
る
。
全
て
の
自
然
は
神
に
よ
り

与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
依
り
人
間
は
生
き
る
環
境
を
授
か
っ

た
。
そ
の
環
境
下
で
人
間
は

｢

神
と
供
に
生
き
、
生
か
さ

れ
て
い
る｣

の
で
あ
る
▼
初
詣
に
は
多
く
の
方
々
が
家
族

揃
っ
て
参
拝
に
来
ら
れ
、
そ
の
初
詣
を
欠
か
さ
な
い
と
い

う
精
神
は
決
し
て
お
ご
る
こ
と
の
無
い
神
道
の
信
仰
心
そ

の
も
の
に
他
な
ら
な
い
▼
辛
酉
年
庚
辰
朔
、
神
武
天
皇
は

橿
原
宮
に
て
初
代
天
皇
に
御
即
位
さ
れ
る
の
に
際
し

《
六
合

(

く
に
の
う
ち)

を
兼
ね
て
都
を
開
き
、
八
紘

(

あ
め
の
し
た)

を
掩

(

お
お)

ひ
て
宇

(

い
え)

と

爲

(

な
さ)

む
》

と
述
べ
ら
れ
、
國
民
全
員
が
相
集
い
家
族
の
様
な
絆
を
持
っ

た
温
か
な
國
へ
と
成
る
様
に
願
わ
れ
、
神
代
よ
り
続
く
日

本
と
い
う
國
を
御
治
め
に
な
ら
れ
た
▼
皇
紀
二
六
七
一
年
、

人
と
人
と
の
関
係
は
よ
り
軽
薄
化
し
続
け
、
親
子
で
す
ら

特
別
な
意
味
を
持
た
な
い
時
代
に
近
づ
い
て
い
る
。
本
年

も
二
月
十
一
日
建
国
記
念
日
に
紀
元
祭
は
斎
行
さ
れ
る
。

当
時
、
神
武
天
皇
が
ど
の
様
な
御
思
い
で
日
本
國
を
御
治

め
に
な
ら
れ
た
の
か
國
民
と
し
て
今
一
度
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

(

紀)
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例
年
よ
り
寒
さ
厳
し
い
年
明
け
と
な
り
ま
し
た
が
、
晴
天
に

恵
ま
れ
、
本
年
も
全
国
よ
り
寒
川
大
明
神
の
広
大
無
辺
な
る
八

方
除
の
御
神
徳
を
仰
ぎ
、
新
し
い
年
へ
の
願
い
を
込
め
る
大
勢

の
参
拝
者
で
、
御
社
頭
は
賑
い
を
見
せ
ま
し
た
。

神
門
に
は
恒
例
の
干
支
ね
ぶ
た
�
開
運

｢

月
の
兎
と
か
ぐ
や

姫｣

�
が
飾
ら
れ
、
訪
れ
る
方
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。
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午
前
零
時
、
新
年
の
幕
明
け

を
告
げ
る
大
太
鼓
が
境
内
に
鳴

り
響
き
、
干
支
ね
ぶ
た
に
明
か

り
が
灯
さ
れ
、
魂
が
吹
き
込
ま

れ
る
と
共
に
、
八
方
除
の
御
神

威
の
更
な
る
発
揚
を
祈
る

｢

八

方
除
祭｣

、
続
い
て

｢

元
旦
祈

祷
祭｣

が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
早
朝
午
前
六
時
に
は

｢

歳
旦
祭｣

が
斎
行
さ
れ
ま
し

た
。
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�
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� �

� �
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午
後
八
時
、
境
内
の
明
か
り

を
す
べ
て
消
し
た
浄
闇
の
中
、

追
儺
神
事
が
厳
粛
に
執
り
行
わ

れ
、
邪
気
災
厄
が
祓
い
除
か
れ

ま
し
た
。

祭
典
終
了
後
は
、
神
前
に
備

え
ら
れ
た
、
魔
除
け
の
弓
矢
が

参
列
者
に
配
ら
れ
ま
し
た
。
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午
前
十
時
御
本
殿
で
の
祭
典

の
後
、
内
庭
に
て
武
佐
弓
神
事

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

二
名
の
禰
宜
が
神
歌
を
唱
え

古
式
の
大
的
に
向
い
互
い
に
三

度
矢
を
射
て
、
そ
の
当
た
り
具

合
に
て
今
年
の
吉
凶
が
占
わ
れ

ま
し
た
。
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年
の
初
め
に
当
り
、
皇
位
の

大
本
と
由
来
を
祝
し
た
祭
典
が

宮
中
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

当
神
社
に
お
き
ま
し
て
も
こ

の
祭
典
に
あ
わ
せ
て
、
皇
室
の

元
始
を
し
の
び
、
皇
室
の
弥
栄

と
国
家
国
民
の
繁
栄
を
お
祈
り

す
る
元
始
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し

た
。
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平
定
さ
れ
、
橿
原
宮
で
御
即
位

さ
れ
た
日
が
二
月
十
一
日
と
さ

れ
、
戦
前
は

｢

紀
元
節｣

と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
当
日

は
、
功
労
者
へ
の
顕
彰
式
が
行

わ
れ
ま
す
。
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本
年
の
邪
気
を
祓
う
節
分
祭

が
、
二
月
三
日
午
前
と
午
後
に

行
わ
れ
ま
す
。

当
日
は
年
男
年
女
に
よ
り
、

境
内
に
設
け
ら
れ
た
特
設
舞
台

か
ら
福
豆
が
撒
か
れ
、
福
物
を

得
よ
う
と
多
く
の
参
拝
者
が
訪

れ
ま
す
。
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わ
が
国
の
建
国
を
し
の
び
、

皇
室
国
家
の
弥
栄
と
国
民
・
氏

子
崇
敬
者
の
安
泰
を
祈
る
紀
元

祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。

神
武
天
皇
が
葦
原
中
津
国
を
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本
年
の
五
穀
豊
穣
と
産
業
の

振
興
を
祈
る
祈
年
祭
が
斎
行
さ

れ
ま
す
。

こ
の
祭
典
は
�
と
し
ご
い
の

ま
つ
り
�
と
も
云
わ
れ
、
秋
に

収
穫
を
感
謝
し
て
行
わ
れ
る
新

嘗
祭
と
共
に
、
最
も
重
要
な
祭

典
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
日
は
、
社
人
と
神
職
の
二

名
に
よ
り
、
一
年
間
の
稲
作
を

模
し
た
特
殊
神
事

｢

田
打
舞
神

事｣

が
御
神
前
に
奉
納
さ
れ
ま

す
。
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現
在
の
寒
川
神
社
の
神
輿
は

昭
和
五
十
年
宮
山
氏
子
各
位
の

ご
浄
財
に
よ
り
、
荘
厳
優
美
に

再
建
さ
れ
、
奉
納
さ
れ
た
も
の

で
す
が
、
早
三
十
五
年
が
経
過

し
、
塩
水
に
よ
る
漆
や
金
具
の

腐
食
・
本
体
の
歪
み
等
傷
み
も

見
受
け
ら
れ
、
大
修
理
が
必
要

な
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
宮
山
町
内
氏

子
各
位
に
よ
る
話
し
合
い
の
結

果
、
奉
賛
会
を
立
上
げ
、
ご
浄

財
を
募
り
修
理
を
進
め
る
運
び

と
な
り
ま
し
た
。

氏
子
の
皆
様
に
は
、
役
員
が

各
戸
を
お
訪
ね
し
、
ご
協
力
を

お
願
い
に
あ
が
り
ま
す
。

伝
統
の
神
輿
を
子
等
、
孫
達

へ
と
残
し
伝
え
る
為
に
も
、
何

卒
、
ご
協
賛
頂
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

�(
)
*
+
,
	
-
.
�
�
/
0
1
2

昨
年
末
、
歳
末
助
け
合
い
運

動
の
募
金
箱
を
御
社
頭
に
設
け

皆
様
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
一
九
三
、
五
〇
〇
円

の
お
志
し
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

十
二
月
二
十
八
日
に
寒
川
町

へ
納
め
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を

ご
報
告
申
し
上
げ
、
ご
協
力
頂

き
ま
し
た
皆
様
に
、
厚
く
御
礼

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

�
�
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�
(

順
不
同
・
敬
称
略)

二
万
円

関

隆
臣

寒
川
町
一
之
宮

〃

渡
�

輝
夫

東
京
都
板
橋
区

〃

鈴
木

多
い

東
京
都
北
区

〃

鈴
木

紀
夫

兵
庫
県
西
宮
市

尚
、
御
本
殿
周
辺
整
備
事
業
ご
奉
賛
の
受
付
は
、
平
成
二
十
二
年

十
二
月
を
も
ち
ま
し
て
終
了
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

皆
様
方
の
篤
い
信
仰
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
新
し
く

始
ま
り
ま
す

『

太
鼓
橋
改
築』

事
業
ご
奉
賛
に
つ
き
ま
し
て
も
、
ご

理
解
、
ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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年
末
年
始
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������� �

年
末
年
始
に
か
け
て
大
勢
の
学
生
の
方
々
に
ご
奉
仕
頂
き
、
恙

無
く
ご
参
拝
の
皆
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

助
勤
者
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
感
想
の
一
部
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。
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年
末
年
始
と
い
う
短
い
期
間

で
し
た
が
、
大
変
多
く
の
事
を

学
ば
せ
て
頂
き
、
充
実
し
た
時

國
學
院
大
學

四
年

�
�

�

間
を
過
ご
す
事
が
で
き
ま
し
た
。

早
朝
か
ら
御
祈
祷
を
受
け
ら

れ
る
為
に
多
く
の
方
々
が
列
を

な
す
光
景
は
、
驚
き
と
同
時
に

皆
様
の
崇
敬
の
深
さ
に
心
を
打

た
れ
、
身
が
引
き
締
ま
る
思
い

で
し
た
。

こ
の
御
奉
仕
を
経
て
、
勉
学

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
神
職
と

し
て
の
実
践
的
経
験
の
重
要
性

に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

神
職
と
し
て
の
第
一
歩
を
寒

川
神
社
で
踏
め
る
事
を
誇
り
に

思
い
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に

一
刻
も
早
く
認
め
ら
れ
る
よ
う

日
々
精
進
し
、
成
長
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

湘
南
医
療
福
祉
専
門
学
校
一
年

�
�
�
�

本
年
は
、
寒
川
神
社
の
御
殿

で
御
奉
仕
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

御
祈
祷
に
来
ら
れ
た
参
拝
者

の
方
に
御
神
札
を
お
渡
し
す
る

と
い
う
大
切
な
御
奉
仕
の
為
、

緊
張
感
を
持
ち
参
拝
者
の
皆
様

に
良
い
新
年
を
お
迎
え
し
て
頂

け
る
よ
う
に
と
心
掛
け
御
奉
仕

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

御
奉
仕
を
さ
せ
て
頂
き
、
普

段
で
は
学
ぶ
事
の
出
来
な
い
体

験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
事
を

深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
親

切
丁
寧
に
御
指
導
下
さ
い
ま
し

た
職
員
の
皆
様
方
に
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

駒
沢
大
学

二
年

�
 

!

部
活
に
所
属
し
て
い
る
た
め

限
ら
れ
た
時
期
だ
け
の
御
奉
仕

で
す
が
、
寒
さ
や
疲
労
に
も
負

け
ず
、
持
ち
前
の
体
力
を
生
か

し
て
元
気
に
楽
し
く
勤
め
さ
せ

て
頂
い
て
い
ま
す
。

幼
い
頃
か
ら
お
正
月
は
家
族

揃
っ
て
有
名
で
歴
史
あ
る
寒
川

神
社
に
初
詣
に
出
掛
け
て
お
り

ま
し
た
が
、
今
で
は
お
守
り
や

お
札
を
お
頒
け
す
る
と
い
う
逆

の
立
場
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。参

拝
者
の
皆
様
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
を
込
め
て
授
与
品
を

受
け
て
い
か
れ
る
の
で
、
少
し

で
も
素
晴
ら
し
い
一
年
に
な
る

よ
う
笑
顔
を
心
掛
け
ま
し
た
。

神
職
さ
ん
、
巫
女
さ
ん
、
助

勤
者
、
参
拝
者
の
方
々
と
の

�
一
期
一
会
�
を
大
切
に
し
、

普
段
の
生
活
で
は
味
わ
え
な
い

貴
重
な
体
験
を
、
今
後
の
人
生

に
最
大
限
に
生
か
し
て
い
き
た

い
で
す
。

北
里
大
学

一
年

"
�

#

今
回
初
め
て
御
奉
仕
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

部
署
は
誘
導
に
配
属
と
な
り

ご
祈
祷
を
お
待
ち
に
な
る
参
拝

者
の
方
々
に
お
茶
と
お
菓
子
を

お
出
し
す
る
御
奉
仕
で
し
た
。

職
員
の
方
に
指
導
を
受
け
、
お

茶
の
淹
れ
方
や
要
領
の
良
い
方

法
な
ど
を
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

参
拝
者
の
方
と
接
す
る
機
会

は
、
他
の
部
署
よ
り
も
比
較
的

少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

中
で
も
言
葉
遣
い
や
身
だ
し
な

み
、
所
作
に
改
め
て
気
を
配
る

と
い
う
細
や
か
な
心
を
感
じ
ま

し
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
頃
か
ら
お
宮
参

り
、
七
五
三
、
厄
除
け
等
、
ず
っ

と
お
世
話
に
な
っ
て
き
た
の
で
、

今
回
御
奉
仕
さ
せ
て
頂
け
て
嬉

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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國
學
院
大
學

神
道
文
化
学
部
教
授

神
道
学
博
士

連

載
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明
治
三
十
一
年
五
月
、
内
宮
参
集
所
よ
り
出
火
、
庁

舎
か
ら
に
類
焼
し
て
正
殿
が
炎
上
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

神
霊
は
風
日
祈
宮
に
臨
時
御
動
座
さ
れ
、
黒
木
造
り
の

仮
殿
が
設
け
ら
れ
た
。
時
に
脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
病
ん
で

い
た
正
岡
子
規
も
、『

竹
の
里
歌』

に
次
の
よ
う
に
詠

ん
で
い
る
。

た
。
ま
た
造
神
宮
使
庁
で
は
、
神
宝
の
様
式
・

品
目
・
奉
飾
の
全
般
に
わ
た
り
、
本
格
的
な

古
儀
を
め
ざ
し
て
調
査
と
復
元
に
取
り
組
み
、

明
治
四
十
二
年
の
遷
宮
に
は
反
映
で
き
な
か
っ

た
が
、
来
る
べ
き
遷
宮
を
期
し
て
、
大
正
九

年
か
ら
調
査
会
議
を
開
催
し
た
。
神
々
の
御

料
に
ふ
さ
わ
し
く
千
古
の
伝
統
の
も
と
、
神

宝
類
の
古
制
に
新
た
な
時
代
変
化
を
克
服
し
、

復
古
の
実
を
あ
げ
て
様
式
・
技
法
・
資
材
を

み
ご
と
に
蘇
ら
せ
た
。

付
帯
事
業
と
し
て
御
萱
地
の
造
成
、
両
工

作
場
の
整
備
、
両
斎
館
・
行
在
所
の
建
設
、

神
宮
神
田
の
改
修
な
ど
、
施
設
面
で
忘
れ
が
た
い
成
果

を
収
め
た
。

こ
う
し
て
迎
え
た
十
月
二
日
の
正
八
時
、
浄
闇
に
つ

つ
ま
れ
た
神
杉
の
も
と
、
勅
使
が
出
御
を
申
さ
れ
る
と
、

絹
垣
・
行
障
に
つ
つ
ま
れ
た
神
霊
が
、
粛
然
と
新
殿
へ

お
渡
り
に
な
る
。
寂
と
し
て
声
な
き
奉
拝
者
の
前
を
、

松
明
に
ほ
の
照
ら
さ
れ
て
渡
御
の
列
次
が
進
み
ゆ
き
、

木
の
香
ゆ
か
し
い
正
殿
に
入
御
、
こ
の
荘
重
な
御
儀
に

時
刻
を
合
わ
せ
て
、
昭
和
天
皇
に
は
皇
居
内
の
神
嘉
殿

前
庭
に
お
い
て
、
遥
拝
あ
そ
ば
さ
れ
た
。

内
閣
総
理
大
臣
・
浜
口
雄
幸
も
衣
冠
を
つ
け
て
御
列

に
加
わ
っ
た
が
、｢

遷
御
の
儀
に
供
奉
し
て｣

に
、

輓
近
、
世
相
複
雑
を
加
へ
時
局
愈
々
多
事
な
ら
ん

と
す
る
秋
、
神
宮
を
中
心
と
し
て
我
が
国
体
の
本

義
を
闡
明
し
、
建
国
の
精
神
を
鼓
吹
し
て
国
民
精

神
の
統
一
振
作
を
図
る
べ
き
は
、
実
に
喫
緊
の
要

務
で
あ
り
ま
す
。

と
、
そ
の
印
象
を
吐
露
し
て
い
る
。

神
風
や
伊
勢
の
内
外
の
宮
柱

焼
く
る
御
代
に
も
逢
は
む
と
思
へ
や

造
神
宮
使
庁
で
は
鋭
意
、
そ
の
復
旧
に
努
め
た
が
、

大
正
三
年
に
年
改
め
る
や
、｢

神
宮
祭
祀
令｣

に
遷
宮

祭
を
大
祭
中
に
掲
げ
、
さ
ら
に
昭
和
四
年
の
遷
宮
に
際

し
て
、
遷
御
・
奉
幣
の
二
儀
に
大
御
饌
を
加
え
、
遷
宮

祭
の
体
裁
を
整
え
る
に
至
っ
た
。

昭
和
三
年
十
一
月
、
昭
和
天
皇
の
即
位
礼
と
大
嘗
祭

が
挙
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
慶
び
を
重
ね
る
よ
う
に
四
年

十
月
に
は
、
第
五
十
八
回
式
年
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
た
。

戦
前
三
代
の
遷
宮
の
う
ち
、
こ
の
四
年
の
遷
宮
は
大
正

十
年
か
ら
昭
和
六
年
ま
で
、
実
に
十
一
ヶ
年
に
わ
た
る

史
上
空
前
の
規
模
を
誇
る
と
、
永
く
語
り
継
が
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。

�
�
	


�
�
�

お
木
曳
行
事
は
大
正
十
一
年
か
ら
十
五
年
ま
で
、
三

次
に
わ
た
り
熱
誠
こ
も
る
奉
曳
団
が
次
々
と
繰
り
出
し

玉蘭斎貞秀画 ｢皇太神宮遷御｣

神社協会雑誌｢御遷宮祭記念号｣
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少
年
活
動
だ
よ
り
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新
春
七
福
神
め
ぐ
り

�
	

�
�

�
�

�

ベ
ン
チ
ャ
ー
隊
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
作
り

ス
カ
ウ
ト
の
中
で
も
冒
険
の

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る

ベ
ン
チ
ャ
ー
隊(

高
校
生
部
門)

で
は
、
年
間
テ
ー
マ
を

｢

野
外

工
作｣

と
定
め
て
活
動
を
展
開
。

約
三
ヶ
月
間
の
集
会
の
中
で
大

き
な
目
標
で
あ
る

｢

ツ
リ
ー
ハ

ウ
ス
作
り｣

に
挑
戦
し
た
。
知

恵
を
し
ぼ
り
創
意
工
夫
を
重
ね
、

こ
れ
ま
で
修
得
し
て
き
た
ロ
ー

プ
ワ
ー
ク
を
駆
使
し
な
が
ら
見

事
完
成
す
る
に
至
っ
た
。

去
る
十
二
月
十
八
日
に
は
、

見
学
会
を
開
催
。
対
象
木
と
な
っ

た
マ
テ
バ
シ
イ
の
木
に
感
謝
の

念
を
捧
げ
つ
つ
お
披
露
目
を
し

た
。
木
の
上
に
登
り
降
り
す
る

ス
カ
ウ
ト
た
ち
の
楽
し
そ
う
な

姿
は
な
ん
と
も
頼
も
し
く
、
先

輩
か
ら
後
輩
へ
の
す
ば
ら
し
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
た
。

����������������
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年
末
、
正
月
飾
り
を
総
出
で

作
製
を
す
る
と
、
少
年
館
は
神

社
の
賑
わ
い
を
横
目
に
ひ
っ
そ

り
と
眠
り
に
つ
き
ま
す
。
そ
れ

は
春
を
待
つ
草
木
の
様
に
ひ
っ

そ
り
と
…
…
。

そ
の
眠
り
が
覚
め
る
の
は
新

年
明
け
て
十
日
過
ぎ
、
い
つ
も

の
風
景
、
大
き
な
声
が
少
年
館

に
響
き
渡
り
ま
す
。

十
六
日
に
は
、
日
本
吟
心
流

詩
吟
国
舟
会
の
初
吟
会
が
参
集

殿
で
行
わ
れ
、
館
生
も
参
加
、

大
勢
の
人
達
の
目
の
前
で

｢

偶

成｣

を
声
高
ら
か
に
詠
い
上
げ
、

大
き
な
拍
手
と
、
お
誉
め
の
言

葉
を
頂
き
ま
し
た
。

湘
南
地
区
ブ
ラ
ウ
ニ
ー
部
門

で
は
一
月
十
日
、
藤
沢
市

『

七

福
神
め
ぐ
り』

を
行
い
ま
し
た
。

目
的
は

｢

新
年
を
迎
え
卯
年
。

飛
躍
す
る
年
と
願
い
を
込
め
て

日
頃
の
感
謝
と
と
も
に
め
ぐ
る｣

で
、
参
加
者
は
ス
カ
ウ
ト
三
十

二
名
リ
ー
ダ
ー
十
一
名
と
な
り

最
初
に
目
的
と
、
神
社
・
お
寺

の
参
拝
方
法
や
お
賽
銭
に
つ
い

て
な
ど
諸
注
意
を
受
け
た
後
出

発
し
ま
し
た
。

当
日
は
他
の
団
体
も
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
め
ぐ
り
を
さ
れ
て
お
り
、

狭
い
歩
道
は
人
で
溢
れ
、
互
い

に
挨
拶
を
か
わ
し
な
が
ら
第
一

目
的
地
に
到
着
、
ご
開
帳
と
あ

り
、
各
七
福
神
様
を
拝
む
の
も

苦
労
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
午

前
中
に
六
ヶ
所
巡
り
、
皇
大
神

宮

(

烏
森
公
園)

で
昼
食
と
な

り
ま
し
た
。

午
後
か
ら
は
、
バ
ス
と
電
車

を
使
い
江
の
島
の
弁
財
天
を
拝

み
ま
し
た
。
江
島
神
社
の
階
段

は
き
つ
く
脚
は
ガ
ク
ガ
ク
で
し

た
が
、
ス
カ
ウ
ト
達
は
文
句
も

言
わ
ず
黙
々
と
歩
き
、｢

き
っ

と
今
年
は
い
い
事
あ
る
よ
、
頑

張
れ｣

と
の
言
葉
に
も
励
ま
さ

れ
完
歩
、
観
光
協
会
よ
り
完
歩

の
印
を
も
ら
い
、
七
福
神
め
ぐ

り
の
手
ぬ
ぐ
い
を
ゲ
ッ
ト
で
き

ま
し
た
。
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 � ２月23日(水)
午後１時～２時


� 寒川神社 参集殿

	 � ���������
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� � 耳鼻咽喉科医長

大 上 麻由里

入場無料 申込不要
ご来場をお待ちしております｡
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看
護
師

大
木

優
香

寒
川
病
院
勤
務
を
命
ず
る

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

�

�
�





介
護
福
祉
士

平
野

智
弘

介
護
職
員

稲
庭

晴
美

神
恵
苑
勤
務
を
命
ず
る

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
細

菌
よ
り
も
非
常
に
小
さ
な
病
原

体
が
起
こ
す
感
染
症
で
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

は
、
口
や
鼻
か
ら
侵
入
し
、
気

道
や
肺
で
感
染
・
増
殖
す
る
こ

と
で
発
症
す
る
疾
患
で
す
。

一
般
的
に
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
と
約

１
〜
３
日
の
潜
伏
期
後
に
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
を
発
症
し
、
続
く

約
１
〜
３
日
の
症
状
期
で
は
、

突
然
の
38
℃
以
上
の
高
熱
や
関

節
痛
、
筋
肉
痛
、
頭
痛
な
ど
の

全
身
症
状
が
顕
著
に
現
れ
ま
す
。

や
や
遅
れ
て
、
咳
や
喉
の
痛
み
、

鼻
水
な
ど
の
呼
吸
器
症
状
が
現

れ
、
腰
痛
や
悪
心
な
ど
の
消
化

器
症
状
を
訴
え
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
通
常
10
日
前
後
で
寛

解
・
治
癒
し
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

に
は
、
Ａ
型
、
Ｂ
型
、
Ｃ
型
が

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ａ
型
ウ

イ
ル
ス
に
は
亜
型
が
存
在
し
Ｈ

Ａ
で
16
種
類
、
Ｎ
Ａ
で
９
種
類

存
在
す
る
た
め
、
Ａ
型
ウ
イ
ル

ス
は
計
144
種
類
の
組
み
合
わ
せ

が
存
在
し
ま
す
。
カ
モ
だ
け
は

144
種
類
す
べ
て
の
Ａ
型
ウ
イ
ル

ス
を
保
有
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
に
は
亜
型
が

存
在
せ
ず
、
亜
型
に
よ
る
分
類

は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
Ｃ
型
ウ
イ

ル
ス
は
形
態
的
に
も
構
造
的
に

も
Ａ
型
、
Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
と
異

な
る
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
Ｂ

型
、
Ｃ
型
ウ
イ
ル
ス
は
ヒ
ト
に

し
か
感
染
し
ま
せ
ん
が
、
Ａ
型

ウ
イ
ル
ス
は
ヒ
ト
以
外
の
哺
乳

類
や
鳥
類
に
も
感
染
し
ま
す
。

例
年
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
で
は
11
〜
12
月
に
流
行
が

始
ま
り
、
１
〜
３
月
に
ピ
ー
ク

を
迎
え
ま
す
が
、
２
０
０
９
／

10
シ
ー
ズ
ン
で
は
、
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

(

Ａ
／

Ｈ
１
Ｎ
１)

の
出
現
に
よ
っ
て

５
月
く
ら
い
よ
り
感
染
が
拡
が

り
、
夏
以
降
か
ら
報
告
数
が
爆

発
的
に
急
増
し
ま
し
た
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

の
目
的
は
、
ま
ず
第
一
に
高
齢

者
や
ハ
イ
リ
ス
ク
者
に
お
け
る

重
篤
な
合
併
症
や
死
亡
を
予
防

す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
力
は
強
く
、

流
行
を
制
御
す
る
こ
と
は
困
難

で
す
。
高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
関
連
の
死
亡
は
高
齢
者
人

口
１,
０
０
０
人
当
た
り
0.3
〜
1.5

人
に
の
ぼ
り
ま
す
。

外
来
診
療
で
感
じ
る
こ
と
で

す
が
、
皆
さ
ん
の
多
く
は
、
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
注
射
を

し
た
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

か
か
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
く
て
、
か
か
っ
た
時
に

軽
症
で
す
む
だ
け
で
、
ワ
ク
チ

ン
に
は
発
症
を
防
止
す
る
ほ
ど

の
効
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ワ
ク

チ
ン
を
う
っ
て
い
て
も
、
う
が

い
、
手
洗
い
、
睡
眠
や
休
養
、

栄
養
を
十
分
に
取
り
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を

発
症
し
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
非
常
に

重
要
で
す
。
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田
打
舞
神
事
。
秋
の
豊
作
を

願
い
舞
わ
れ
る
予
祝
儀
礼
で
す
。

三
十
代
の
女
性
は
厄
年
が
続

く
。
今
も
昔
も
女
性
は
こ
の
時

期
苦
労
が
多
い
と
母
は
云
う
。

厄
除
け
を
さ
れ
、
健
康
で
幸

福
な
人
生
を
歩
ん
で
頂
き
た
い

と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。(

尚)
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雪
催
い
す
ぐ
に
曇
れ
る
厨
窓

飛
石

槿
花

嚏く
さ
め

し
て
一
句
浮
か
び
し
嚏
の
句

根
岸

君
子

水
蹴
っ
て
蹴
っ
て
小
鴨
の
初
明
り

伊
藤

公
一

ま
だ
夢
を
追
え
る
気
が
し
て
初
暦

松
本
美
智
子

ち
ぎ
れ
雲
ほ
か
り
ほ
か
り
と
若
菜
摘
む

露
木
て
る
子

賀
状
の
み
交
す
戦
後
を
会
い
も
せ
ず

金
指

月
光

へ
そ
繰
り
を
数
え
る
妻
の
女
正
月

菅
沼
う
め
の

ス
ト
ー
ブ
の
烏
賊
反
り
返
る
警
務
室

菅
沼

保
幸

ど
ん
ど
の
輪
小
さ
く
な
り
て
終
り
け
り

皆
川
志
ん
ご

朝
市
の
蕪

か
ぶ
ら

ま
っ
赤
ぞ
飛
騨
の
冬

相
原

白
蕗

は
ぜ
る
た
び
人
の
輪
く
ず
れ
ど
ん
ど
焼

竹
村
真
砂
美

更
く
る
夜
の
星
を
散
ら
し
て
年
明
く
る

四
ッ
車
梢
月

牛
舎
よ
り
戻
り
し
父
と
雑
煮
餅

岡
田
風
呂
釜

絶
筆
の
賀
状
一
番
上
へ
置
く

山
本

朝
子

医
者
で
終
え
医
者
で
始
ま
る
去
年
今
年

倉
谷

節
子

自
転
車
の
た
た
ず
む
畦
の
若
菜
摘
む

芹
沢

徳
光

放
水
の
正
面
に
富
士
出
初
式

金
子

つ
ぢ

ひ
び
割
れ
を
撫
で
て
女
の
鏡
割
り

宮
入

つ
る

初
電
話
旅
の
誘
い
に
胸
躍
る

三
輪

恭
子

待
春
の
修
羅
木
を
洗
ふ
さ
さ
ら
波

市
本

益
子

新
し
き
足
袋
伸
ば
し
つ
つ
小こ

鉤は
ぜ

か
け

岩
田
美
代
子

若
松
や
筋
を
通
し
て
自
治
決
る

千
葉

静
香

八
ヶ
岳
雪
ち
ら
つ
く
に
初
雪
と
寒
さ
忘
れ
て
喚
声
上
が
る

岡
元

芳
子

年
毎
に
ゆ
ず
は
実
の
れ
ど
送
り
た
き
友
も
吾
は
も
共
に
老
い
た
り

出
町

安
子

生
れ
て
ひ
と
月
の
曽
孫
は
判
る
か
吾
が
顔
に
眼
移
し
て
か
す
か
に
笑
ま
う

宇
田
川
時
子

空
気
澄
み
富
士
山
頂
は
雪
か
ぶ
り
白
く
輝
き
真
近
く
見
ゆ
る

土
屋
ト
ミ
子

川
添
い
の
土
手
よ
り
見
ゆ
る
丹
沢
も
箱
根
も
夕
陽
に
映
え
て
名
画
に
ぞ

三
留
と
く
子

青
年
の
凛
々
し
き
剣
舞
の
舞
い
姿
束
の
間
雅
の
世
界
に
遊
ぶ

浜
田

寿
子

ま
っ
す
ぐ
に
冬
空
に
向
き
び
わ
の
花
可
憐
に
咲
き
て
強
く
匂
え
り

山
口

幸
子

船
尾
よ
り
与
え
る
餌
を
追
う
カ
モ
メ
海
面
に
突
進
波
し
ぶ
き
た
つ

山
根
喜
美
代

腰
を
曲
げ
手
提
げ
片
手
に
杖
を
つ
き
歩
む
姿
に
夫
を
重
ね
る

安
藤

慧

山
茶
花
の
蕾
ふ
く
ら
み
紅
つ
け
る
透
き
徹
る
風
も
ほ
っ
と
和
め
る

川
島
惠
美
子

朝
顔
の
終
り
の
花
の
小
さ
く
も
紫
深
く
咲
け
る
霜
月

�
田
マ
ツ
子

朝
冷
え
の
霧
の
と
ど
ま
る
相
模
川
真
白
な
川
面
ゆ
る
く
流
れ
る

工
藤

光
子

青
空
に
映
え
る
錦
は
な
い
け
れ
ど
小
さ
く
可
憐
に
草
も
み
じ
す
る

天
利

春
枝

裸
木
に
絡
み
し
つ
る
の
赤
茶
色
葉
陰
に
む
か
ご
の
こ
ろ
こ
ろ
並
ぶ

亀
山

文
子

昨
夜
よ
り
吾
の
悲
し
み
を
放
た
む
か
果
て
な
く
青
き
立
冬
の
空

杉
本

照
世


