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立
春
を
翌
日
に
控
え
た
節
分
の
日
。
今

年
の
節
分
祭
も
子
年
生
ま
れ
の
年
男
年
女

の
方
々
に
よ
る
豆
ま
き
を
開
催
い
た
し
ま

す
。
令
和
は
じ
め
て
、
そ
し
て
十
二
支
の

ス
タ
ー
ト
を
切
る
子
年
の
節
分
祭
は
御
利

益
も
こ
と
の
ほ
か
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
軍
靴
の
足
音
が
徐
々
に
緊
迫
度
を
増
し

は
じ
め
た
昭
和
十
一
年
生
ま
れ
の
八
十
四

歳
の
方
。
さ
ま
ざ
ま
な
犠
牲
を
払
っ
た
大

東
亜
戦
争
が
終
結
し
て
間
も
な
い
昭
和
二

十
三
年
生
ま
れ
の
七
十
二
歳
の
方
。
天
皇

陛
下
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
昭
和
三
十
五

年
は
国
中
が
祝
賀
に
包
ま
れ
た
六
十
年
前

の
こ
と
で
す
。
陛
下
と
と
も
に
歩
ま
れ
た

方
々
が
還
暦
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
終
戦
か
ら
わ
ず
か
四
半
世
紀
で
日
本

が
世
界
に
冠
た
る
大
国
へ
と
発
展
を
遂

げ
、
我
が
国
の
円
熟
期
に
な
っ
た
昭
和
四

十
七
年
。
そ
し
て
バ
ブ
ル
期
の
昭
和
五
十

九
年
生
ま
れ
の
方
々
。
さ
ら
に
昭
和
か
ら

平
成
へ
と
時
代
が
変
わ
り
、
今
年
二
十
四

歳
に
な
ら
れ
る
平
成
八
年
の
お
生
ま
れ
の

方
。
そ
し
て
十
二
歳
に
な
ら
れ
る
平
成
二

十
年
生
ま
れ
の
方
が
令
和
最
初
の
年
男
年

女
に
な
り
ま
す
。

　
新
た
な
御
代
の
干
支
は
小
回
り
が
利
き

利
発
な
子
年
、
多
産
と
い
う
こ
と
も
少
子

高
齢
化
の
日
本
が
大
き
な
力
を
蓄
え
富
栄

え
ま
す
よ
う
に
と
の
新
た
な
願
い
を
感
じ

ま
す
。
駆
け
抜
け
て
い
っ
た
平
成
に
思
い

を
致
し
な
が
ら
、
今
年
の
節
分
祭
と
立
春

を
境
に
し
て
令
和
の
平
和
と
、
皆
さ
ん
の

ま
す
ま
す
の
発
展
と
健
康
を
こ
ぞ
っ
て
祈

念
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
豆
ま
き
で
あ
ら
ゆ
る
邪
気
を
く
じ
く
。

節
分
祭
、
特
に
年
男
年
女
に
あ
た
る
方
に

と
っ
て
は
人
生
の
お
祭
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
毎
年
多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
で
ひ
と
き

わ
華
や
ぐ
節
分
祭
。
年
男
年
女
の
方
に
は

裃
衣
装
を
着
衣
。
特
別
祈
願
で
厄
祓
い
を

し
て
ご
加
護
と
招
福
を
祈
願
い
た
し
ま

す
。
参
拝
の
あ
と
は
ご
社
頭
特
設
舞
台
か

ら
豆
ま
き
を
し
て
い
た
だ
き
、
大
勢
の

人
々
と
と
も
に
初
春
を
祝
う
節
分
の
良
き

日
を
お
わ
か
ち
い
た
だ
き
ま
す
。

　
令
和
の
節
分
、
時
代
の
大
き
な
節
目
と

と
も
に
め
で
た
く
年
男
年
女
に
当
た
る

方
々
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◎
節
分
祭
斎
行
日
：

　
令
和
二
年
二
月
三
日
㈪

◎
節
分
祭
特
別
祈
願
祭
：

　
令
和
二
年
二
月
三
日
㈪ 

午
後
三
時
か
ら

◎
豆
ま
き
：

　
令
和
二
年
二
月
三
日
㈪ 

午
後
四
時
か
ら

◎
初
穂
料
：
お
ひ
と
り
二
万
円

　
特
別
祈
願
料
、
記
念
撮
影
代
、
裃
衣
装

　
貸
出
料
含
む

◎
申
込
方
法
／
護
國
神
社
に
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い

※

尚
、
節
分
祭
の
一
部
写
真
は
「
松
栄
山
報
」

に
掲
載
さ
れ
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い

　
ま
た
節
分
祭
は
毎
年
多
く
の
方
々
に
お
集

ま
り
い
た
だ
き
大
変
混
雑
い
た
し
ま
す
。
ご

近
所
の
方
は
お
散
歩
が
て
ら
に
て
、
遠
方
の

方
は
公
共
交
通
機
関
等
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

節
分
祭

愛
し
子
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う

護
國
神
社
吉
例

大
分
泣
き
笑
い

　
　
　
相
撲
大
会

大
分
泣
き
笑
い

　
　
　
相
撲
大
会

よ
く
泣
き
、
よ
く
笑
う

元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
大
募
集

行
　
司
：
首
藤
健
二
郎
氏

取
組
日
時
：
令
和
二
年
三
月
一
日
㈰

　
　
　
　
　
集
合
の
後
、
儀
式
殿
前
に
て
受
付
を
開
始
い
た
し
ま
す

取
組
開
始
時
間
：
午
前
十
時

取
組
場
所
：
儀
式
殿
特
設
会
場

資
　
格
：
生
後
六
か
月
か
ら
一
歳
半
ま
で
の
赤
ち
ゃ
ん

　
　
　    

男
女
児
は
問
い
ま
せ
ん

参
加
料
：
赤
ち
ゃ
ん
お
ひ
と
り
に
付
き
三
千
円

参
加
者
全
員
に
お
守
り
と
参
加
記
念
品
（
特
製
は
っ
ぴ
）
を
お
授
け
し
ま
す

申
込
方
法
：
神
社
備
え
付
け
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
参
加
料
は
神
社
に
直
接
ご
持
参
い
た
だ
く
か
、
郵
便
局
か
ら
お
振
り
込
み
く
だ
さ
い

※

尚
、
お
振
込
の
場
合
は
振
替
票
の
控
え
を
相
撲
当
日
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
ご
提
示
の
な
い

場
合
は
失
効
と
な
り
ま
す
の
で
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い

申
込
締
切
：
令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
㈫
ま
で

集
合
時
間
：
当
日
は
午
前
九
時
か
ら
十
時
ま
で
に
儀
式
殿
前
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

集
合
の
後
、
受
付
を
し
て
順
次
お
子
様
の
健
康
祈
願
の
お
祓
い
を
本
殿
で
い
た
し
ま
す

※

尚
、
大
分
泣
き
笑
い
相
撲
大
会
の
一
部
写
真
は
「
松
栄
山
報
」
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い

二
年

梅
ま
つり

併
催

こ
れ
か
ら
の

祭
典
行
事
案
内

二
月

三
月

四
月 月

次
祭

一
日　

午
前
九
時
か
ら

節
分
祭

三
日　

午
後
三
時
か
ら

紀
元
祭

十
一
日　

午
前
九
時
か
ら

祈
年
祭

十
七
日　

午
前
九
時
か
ら

天
長
祭

二
十
三
日　

午
前
九
時
か
ら

二
十
日　

午
前
九
時
か
ら

月
次
祭

一
日　

午
前
九
時
か
ら

神
武
天
皇
祭
遥
拝
式

三
日　

午
前
九
時
か
ら

春
季
例
大
祭
前
夜
祭

八
日　

午
後
七
時
か
ら

春
季
例
大
祭

九
日　

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

月
次
祭

一
日　

午
前
九
時
か
ら

骨
董
市二

十
一
・
二
十
二
日

一
日　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

春
季
皇
霊
祭
遥
拝
式
、

春
分
祭

第
二
十
六
回

ぶ
ん
ご
梅
ま
つ
り

春
を
告
げ
る
豊
後
梅
が
咲
き
競

う
境
内
。大
分
縣
護
國
神
社
恒

例
の
梅
ま
つ
り
。

「
大
分
泣
き
笑
い
相
撲
大
会
」を

は
じ
め
趣
向
を
凝
ら
し
た
神
賑

わ
い
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

「節目を尊ぶ、人生は旅」
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新春号令和二年

護國神社のホームページをリニューアルしました。

大分縣護國神社



3 2

令和２年   新 　 年 　 号
S h o u e i z a n p o u

令
和
二
年 

干
支
の
話
「
庚
子
」
か
の
え
　
ね
　

大
分
縣
護
國
神
社
宮
司

八
坂
秀
史

　
謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ひ
と
と
せ
の
お
幸
せ
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
終
戦
七
十
五
年
を
迎
え
る
今
年
、
靖
國
神
社
　
大
分
縣
護
國

神
社
に
鎮
ま
る
み
た
ま
の
い
よ
い
よ
安
ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
祈

念
し
ま
す
。

　
昨
年
令
和
元
年
は
御
代
替
わ
り
の
年
と
な
り
ま
し
た
。
皇
位

継
承
に
伴
う
諸
儀
式
が
行
わ
れ
る
た
び
に
、「
令
和
」
の
二
文
字

に
日
本
の
息
吹
き
が
そ
の
都
度
吹
き
込
ま
れ
、
国
ぶ
り
が
練
り

込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
実
感
さ
れ
た
方
も
多
か
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
令
和
二
年
の
日
本
が
世
界
の
中
で
よ
り
信
頼
さ
れ
光

輝
放
つ
国
家
と
成
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
昨
年
の
干
支
は
己
亥
（
つ
ち
の
と
・
い
）
で
し
た
。
己
と
亥
、

何
れ
も
内
に
満
ち
満
ち
て
い
る
力
を
、
筋
道
を
立
て
て
次
は
ど

う
伸
ば
す
か
を
考
え
る
段
階
で
し
た
。
今
年
は
十
干
が
七
番
目

の
庚
（
か
の
え
）、
十
二
支
が
子
（
ね
ず
み
）
で
す
の
で
、
干
支

は
庚
子「
か
の
え
・
ね
」と
な
り
ま
す
。「
庚
」と
い
う
漢
字
は「
き

ね
を
両
手
で
持
ち
上
げ
る
象
形
」
ま
た
は
「
臼
と
杵
を
表
し
た

象
形
」
或
い
は
「
植
物
の
生
長
が
止
ま
っ
て
種
を
残
す
形
」
で
す
。

本
質
は
変
わ
ら
ず
新
た
な
形
に
進
化
し
よ
う
と
す
る
姿
を
表
し

ま
す
。
そ
こ
で
「
庚
」
は
「
更
る
（
か
わ
る
）」
様
子
を
意
味
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
十
干
と
十
二
支
は
、
と
も
に
草
木

の
成
長
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
植
物
は
種
か
ら
芽
が
出
ま
す
が
、

十
干
の
最
初
の
「
甲
」
と
十
二
支
の
最
初
「
子
」
が
種
に
あ
た

り
ま
す
。「
子
」
は
ヒ
ト
の
幼
い
か
た
ち
を
表
し
て
お
り
ふ
え

る
・
し
げ
る
意
で
す
。
前
年
の
「
亥
」
の
活
力
が
十
二
支
の
最

初
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
で
、「
子
」
の
力
が
よ
り
盛
ん
と
な
り

一
気
に
芽
吹
き
を
迎
え
ま
す
。
今
年
は
、
過
去
の
成
果
の
維
持

す
る
も
の
と
刷
新
す
る
も
の
を
見
極
め
己
を
更
新
し
新
た
な
局

面
を
切
り
拓
く
年
回
り
で
す
。

　
令
和
二
年
庚
子
の
年
を
飛
躍
の
時
と
と
ら
え
、
皇
室
を
尊
び

み
た
ま
を
偲
び
今
年
も
心
豊
か
な
日
々
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　《
節
目
を
尊
ぶ
、
人
生
は
　
旅
》

　
令
和
の
御
代
に
替
わ
っ
て
迎
え
た
初
め
て
の
新
年
。
そ
し
て

十
二
支
の
は
じ
め
子
年
を
迎
え
た
お
正
月
に
な
り
ま
し
た
。
日

本
の
神
様
が
今
年
の
寿
ぎ
を
定
め
て
く
だ
さ
っ
た
か
の
よ
う
に

何
も
か
も
が
新
し
く
、
ま
る
で
世
の
中
を
新
調
す
る
か
の
よ
う

な
「
重
畳
の
お
祝
い
の
年
」
の
幕
開
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
天
皇
陛
下
ご
即
位
に
日
本
中
が
喜
び
と
祝
福
、
そ
し
て
感
動

に
包
ま
れ
た
御
大
礼
の
あ
っ
た
昨
年
。
諸
儀
式
の
厳
粛
さ
。
天

気
を
も
嘉
す
る
ほ
ど
に
変
え
て
し
ま
う
神
々
し
さ
。
両
陛
下
の

麗
し
い
お
姿
。
そ
の
す
べ
て
が
国
民
に
と
っ
て
は
誠
に
有
り
難

い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。

　
昨
年
秋
の
御
盛
儀
を
目
の
当
た
り
に
で
き
、
感
動
に
心
震

え
て
間
も
な
か
っ
た
今
年
の
初
詣
は
例
年
以
上
の
参
拝
者
で

賑
わ
い
ま
し
た
。
社
頭
で
は
大
分
高
等
学
校
書
道
部
の
皆
さ

ん
に
よ
る
今
年
の
一
文
字
「
和
」
の
書
初
め
や
、
二
目
川
神

楽
や
鐵
心
太
鼓
の
奉
納
な
ど
の
神
賑
が
お
正
月
風
景
に
花
を

添
え
ま
し
た
。

　
天
皇
陛
下
は
天
照
大
神
の
ご
子
孫
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

陛
下
の
一
世
一
代
の
重
儀
の
数
々
と
お
姿
を
拝
し
た
熱
も
ま
だ

ま
だ
冷
め
や
ら
な
い
う
ち
に
迎
え
た
お
正
月
。
私
た
ち
に
と
っ

て
両
陛
下
を
は
じ
め
と
し
て
皇
室
を
身
近
に
そ
し
て
さ
ら
に
敬

う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
、
そ
し
て
日
本
に
は
常
に
神
様
が
在

し
ま
す
こ
と
を
い
つ
に
も
増
し
て
感
じ
て
い
る
多
く
の
参
拝
者

で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
御
大
礼
で
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
有
職
故
実
を
昇
華
さ
せ

た
よ
う
な
数
々
の
美
し
い
日
本
の
伝
統
文
化
。
そ
し
て
ラ
グ

ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
本
開
催
を
終
え
て
、
多
く
の
国
民
が

「
日
本
人
に
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
」
と
。
ま
た
多
く
の
外
国
人
が

「
日
本
の
伝
統
文
化
や
皇
室
の
存
在
は
素
晴
ら
し
い
。
日
本
人
の

精
神
の
高
さ
に
改
め
て
敬
意
を
」
と
。
国
内
外
こ
ぞ
っ
て
称
賛

さ
れ
た
一
年
で
し
た
。

　
日
本
に
は
日
本
最
古
の
歴
史
書
で
あ
る
古
事
記
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
天
皇
陛
下
の
皇
祖
神
で
あ
る
天
照
大
神
を
は
じ
め
と

し
て
、
神
々
が
神
々
を
産
み
国
造
り
を
さ
れ
た
こ
と
が
力
強
く

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
上
に
降
り
ら
れ
た
神
々
、
日
本
中
に
そ

の
お
力
を
知
ろ
し
め
す
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
や
祠
が
多
く
点
在
し

て
い
ま
す
。
日
本
は
神
様
に
強
く
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
様
と

我
々
日
本
人
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
国
内
外
で
何
事
か
が
起

き
よ
う
と
も
決
し
て
ぶ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
古
事
記
の
編
纂
か
ら
時
代
を
経
て
奈
良
時
代
末
に
は
日
本
の

四
季
折
々
の
美
し
さ
や
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
気
持
ち
や
日
々
の

暮
ら
し
を
表
現
し
て
い
る
、
万
葉
集
と
い
う
世
界
に
比
類
な
き

和
歌
集
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
令
和
の
元
号
も
こ
の
万
葉
集
か
ら

出
典
さ
れ
ま
し
た
。
元
号
が
初
め
て
日
本
の
古
典
に
由
来
し
た

の
で
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
に
令
和
の
時
代
が
我
々
国
民
に
と
っ
て

身
近
で
あ
り
、
そ
し
て
大
切
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
深
い
意
義
が

あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
自
然
災
害
の
な
い
よ
う
に
。
争
い
の
な
い
よ
う
に
。
平
和
な

日
本
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

　
神
明
に
ご
奉
仕
す
る
大
分
縣
護
國
神
社
神
職
一
同
、
今
年
一

年
が
皆
さ
ま
に
と
り
ま
し
て
穏
や
か
で
健
康
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
。
そ
し
て
麗
し
い
私
た
ち
の
国
日
本
の
弥
栄
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。

新
年
を
祝
う

　
護
國
神
社
の
お
正
月

令
和
二
年
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祭 典 行 事 報 告

祭
典
行
事
報
告

　
高
く
そ
び
え
立
つ
護
國
神
社
の
巨

大
縁
起
物
。
こ
の
日
の
青
空
は
大
破

魔
矢
や
大
熊
手
の
設
置
を
寿
ぐ
か
の

よ
う
な
美
し
さ
で
し
た
。
老
若
男
女
、

多
く
の
皆
さ
ん
が
集
ま
る
な
か
で
縁

起
物
設
置
の
お
祝
い
に
お
菓
子
ま
き

を
行
い
、
宙
に
舞
う
と
り
ど
り
の
お

菓
子
を
授
か
ろ
う
と
笑
顔
と
歓
声
が

混
じ
っ
た
ご
社
頭
は
大
い
に
賑
わ
い

ま
し
た
。
縁
起
物
は
初
詣
の
人
々
を

迎
え
、
そ
し
て
新
し
い
年
が
ま
す
ま

す
良
き
年
に
な
る
よ
う
に
と
の
大
き

な
御
利
益
を
お
わ
か
ち
す
る
よ
う
な

有
り
難
さ
が
あ
り
ま
す
。

七　
　
　
　

草

一
月
七
日

　
お
正
月
気
分
が
ま
だ
残
っ
て
い
る

と
は
言
え
、
ぼ
ち
ぼ
ち
生
活
も
仕
事

も
始
動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
七
草
あ
た

り
。
気
持
ち
と
体
が
う
ま
く
合
致
で

き
な
い
よ
う
な
も
ど
か
し
さ
が
あ
り

ま
す
が
発
奮
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
に
し
え
の
人
は
そ
ん
な
頃
合
い
を

見
計
ら
っ
て
春
の
草
々
の
香
気
が
あ

ふ
れ
、
野
の
滋
味
が
身
体
中
に
行
き

渡
る
よ
う
に
七
草
粥
の
お
祝
い
を
暦

に
入
れ
ま
し
た
。
護
國
神
社
で
も
毎

年
恒
例
の
七
草
粥
の
振
る
舞
い
を
行

い
、
添
え
ら
れ
た
福
梅
と
と
も
に
大

勢
の
方
た
ち
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
春
夏
秋
冬
、
松
栄
山
に
佇
ん
で
い

る
護
國
神
社
の
お
社
。
木
々
に
囲
ま

れ
た
神
域
は
他
の
場
所
と
は
異
な
る

清
浄
な
聖
域
で
す
。
そ
こ
に
は
「
何

ご
と
か
が
お
ま
し
ま
す
」
の
気
配
が

伝
わ
っ
て
く
る
ほ
ど
清
ら
か
で
す
。

そ
の
よ
う
な
神
社
に
於
い
て
も
一
年

間
風
雨
や
気
温
の
変
化
に
耐
え
、
そ

し
て
塵
な
ど
に
よ
っ
て
汚
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
神
様
に
も
気
持
ち
よ
く
新

年
を
迎
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

思
い
で
忌
竹
を
使
っ
て
本
殿
な
ど
を

払
い
清
め
ま
し
た
。
こ
の
日
、
奉
仕

の
方
三
十
五
名
の
手
に
よ
っ
て
拝
殿

に
は
新
た
な
大
し
め
縄
が
架
け
替
え

ら
れ
ま
し
た
。

縁
起
物
お
披
露
目

十
二
月
八
日

　
い
よ
い
よ
新
年
ま
で
数
時
間
を
切

る
大
晦
日
の
夕
刻
に
師
走
大
祓
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。
六
月
三
十
日
の

夏
越
大
祓
式
は
深
緑
の
な
か
で
何
や

ら
瑞
々
し
さ
を
感
じ
る
儀
式
で
す
が
、

師
走
大
祓
式
は
暮
れ
な
ず
む
時
間
と

暮
れ
ゆ
く
年
を
体
現
で
き
る
非
常
に

幽
玄
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
知
ら

な
い
う
ち
に
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
た

一
年
間
の
悪
し
き
こ
と
。
日
本
人
は

半
年
ご
と
に
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
試
み
る

心
構
え
を
持
っ
て
い
ま
す
。
大
晦
日

の
大
祓
は
一
年
間
を
顧
み
る
儀
式
で

も
あ
り
ま
す
。

師
走
大
祓
式
並
び
に
除
夜
祭

十
二
月
三
十
一
日

御
煤
払
、

大
し
め
縄
架
け
替
え

十
二
月
二
十
五
日

祭
典
行
事
報
告

　
丹
精
込
め
て
育
て
ら
れ
た
菊
の
花
。

美
し
さ
と
豪
華
さ
、
そ
し
て
可
憐
さ

を
品
種
ご
と
に
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま

し
た
。
清
々
し
い
香
り
が
ご
社
頭
を

包
み
ま
し
た
。
高
貴
な
花
と
し
て
古

く
か
ら
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
の

深
い
花
で
す
が
、
今
年
は
特
に
ご
即

位
に
関
連
し
て
天
皇
陛
下
の
お
側
近

く
に
あ
っ
た
菊
の
御
紋
を
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
皇
室
の
御
紋
と
し
て
、
ま
た

英
霊
を
お
祀
り
し
て
い
る
靖
國
神
社

や
護
國
神
社
の
神
紋
と
し
て
、
ま
さ

し
く
日
本
国
の
シ
ン
ボ
ル
の
花
で
す
。

臨
時
仕
女
研
修

十
二
月
七
日

　
お
正
月
の
護
國
神
社
初
詣
は
お
よ

そ
三
十
万
人
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
方

た
ち
が
破
魔
矢
や
お
札
や
お
守
り
を

授
か
っ
て
い
ま
す
。
神
様
を
も
っ
と

も
近
く
に
感
じ
る
お
正
月
だ
か
ら
こ

そ
新
し
い
授
与
品
を
家
の
神
棚
に
納

め
た
り
、
お
守
り
を
常
に
身
近
に
し

た
り
し
て
気
持
ち
を
新
た
に
し
て
い

ま
す
。
多
く
の
参
拝
者
に
ス
ム
ー
ズ

に
授
与
品
を
お
渡
し
し
、
気
持
ち
よ

く
お
正
月
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
だ

く
よ
う
今
年
も
多
く
の
臨
時
仕
女
が

研
修
を
重
ね
、
正
月
期
間
中
手
際
よ

く
対
応
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
令
和
二
年
の
干
支
は
子
。
ご
社
頭

に
据
え
ら
れ
る
大
絵
馬
の
除
幕
式
十

二
月
一
日
が
や
っ
て
く
る
と
神
社
で

も
い
よ
い
よ
お
正
月
準
備
が
本
格
化

し
て
き
ま
す
。
年
末
や
年
越
し
の
祭

典
行
事
も
目
白
押
し
。
お
坊
さ
ん
が

忙
し
い
と
い
う
由
来
の
「
師
走
」
同

様
に
、
神
職
さ
ん
た
ち
も
駆
け
足
す

る
よ
う
に
大
わ
ら
わ
で
す
。
毎
年
大

絵
馬
の
除
幕
に
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら

見
守
っ
て
い
る
皆
さ
ん
。
次
の
干
支

を
知
り
な
が
ら
も
新
た
な
干
支
は
ど

ん
な
だ
ろ
う
と
、
子
年
の
大
き
な
ね

ず
み
の
絵
に
あ
や
か
っ
て
良
き
こ
と

が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

大
分
市
菊
花
展

十
一
月
二
日
〜
十
三
日

　
こ
の
日
、
大
分
市
遺
族
会
の
総
勢

十
一
名
の
皆
さ
ま
が
親
睦
バ
ス
旅
行

で
護
國
神
社
に
参
拝
、
境
内
の
散
策

を
さ
れ
ま
し
た
。
十
二
月
ら
し
い
寒

さ
の
な
か
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
霊

記
念
館
横
に
あ
る
旧
航
空
廠
に
あ
っ

た
銃
痕
跡
の
残
る
鉄
扉
や
西
南
戦
争

戦
没
者
の
墓
地
、
満
蒙
開
拓
義
勇
軍

慰
霊
碑
、
招
魂
斎
庭
、
展
望
台
な
ど

を
見
学
さ
れ
ま
し
た
。
大
分
市
内
の

ご
遺
族
に
と
っ
て
護
國
神
社
は
身
近

な
お
社
な
が
ら
も
禰
宜
の
案
内
に
改

め
て
思
い
を
深
く
さ
れ
た
よ
う
で
し

た
。

大
分
市
遺
族
会

十
二
月
三
日

大
絵
馬
除
幕

十
二
月
一
日
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読
め
、
読
め
る
仮
名
文
字
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
、
読
め
な
い
仮
名

文
字
は
辞
典
を
引
き
な
が
ら
何

と
か
解
読
す
る
と
「
四
方
の
国

　
む
つ
み
は
か
り
て
　
す
く
わ

な
む
　
さ
ち
な
き
人
の
　
さ
ち

を
え
つ
べ
く
」
と
読
め
ま
し
た
。

　
御
歌
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

検
索
す
る
と
、
貞
明
皇
后
様
が

日
本
赤
十
字
社
に
下
賜
さ
れ
た

御
歌
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
御

歌
を
日
本
赤
十
字
社
が
東
京
音

楽
学
校
に
作
曲
を
依
頼
し
、
御

歌
「
四
方
の
国
」
は
日
本
赤
十

字
社
の
式
典
や
そ
の
教
育
機
関

の
入
学
式
・
卒
業
式
や
戴
帽
式

な
ど
で
現
在
な
お
歌
わ
れ
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。
当
神
社
の

春
秋
例
大
祭
に
は
日
赤
看
護
師

同
方
会
大
分
県
支
部
長
秋
吉
信

子
氏
に
常
々
御
参
列
を
頂
い
て

お
り
ま
す
。
昨
秋
の
大
祭
で
は

式
服
を
着
用
し
て
頂
き
、
凜
と

し
た
姿
に
自
衛
隊
の
方
の
制
服

姿
と
と
も
に
例
大
祭
に
良
き
風

を
吹
き
起
こ
し
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。
今
年
の
春
季
例
大
祭
に

御
参
列
頂
い
た
際
に
、
御
歌

「
四
方
の
国
」
を
拝
聴
で
き
れ

ば
と
思
い
を
深
め
て
お
り
ま

す
。（
了
）

　
現
在
小
職
も
恩
師
の
指
導
の

御
蔭
か
骨
董
品
が
好
き
で
、

ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
や
入
札

カ
タ
ロ
グ
を
よ
く
見
ま
す
。
特

に
心
惹
か
れ
る
の
は
和
歌
の
懐

紙
や
短
冊
で
す
。
顔
に
似
合
わ

な
い
の
で
す
が
、
仮
名
文
字
の

優
美
さ
繊
細
さ
に
憧
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
つ
い
つ
い
入

札
し
て
し
ま
い
ま
す
。
今
回
入

江
為
守
氏
（
子
爵
、
昭
和
二
年

に
皇
太
后
大
夫
に
就
任
、
昭
和

天
皇
の
侍
従
長
を
務
め
た
入
江

相
政
氏
は
三
男
。
相
政
氏
は
昭

和
四
十
一
年
昭
和
天
皇
皇
后
両

陛
下
御
親
拝
遊
ば
さ
れ
た
折
同

行
し
て
お
ら
れ
ま
す
）
の
和
歌

の
色
紙
を
落
札
し
た
の
で
す

が
、
雅
な
色
紙
に
麗
し
い
仮
名

文
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
と
て

も
心
が
弾
み
ま
し
た
。「
皇
后

宮
」
と
最
初
に
書
い
て
あ
る
た

め
、
昭
憲
皇
后
様
か
貞
明
皇
后

様
か
香
淳
皇
后
様
だ
ろ
う
と
思

い
ま
し
た
。
次
に
五
七
五
の
上

の
五
文
字
が
「
四
方
の
国
」
と

　
巡
り
会
い
は
不
思
議
な
も
の

で
す
。
そ
れ
は
人
も
物
も
同
じ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
小
職

は
、
大
学
生
時
代
日
本
中
世
史

を
専
攻
し
て
お
り
ま
し
た
。
高

校
生
の
頃
成
績
で
褒
め
ら
れ
る

も
の
は
社
会
科
の
み
で
し
た
。

歴
史
が
好
き
で
特
に
日
本
史
は

大
好
き
で
し
た
。
そ
れ
故
に
大

学
で
は
歴
史
学
を
学
び
た
い
と

い
う
思
い
に
駆
ら
れ
皇
學
館
大

學
の
門
を
叩
き
ま
し
た
。
日
本

史
の
中
で
も
平
安
時
代
末
か
ら

安
土
桃
山
時
代
に
あ
た
る
中
世

と
い
う
時
代
区
分
に
大
変
興
味

を
持
ち
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
で

も
時
折
食
事
を
す
る
指
導
教
授

の
影
響
が
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
掛
軸
や
陶
器
な
ど
の
骨
董

が
大
好
き
で
そ
の
上
茶
道
に
も

造
詣
が
深
く
教
授
の
研
究
室
に

は
常
に
そ
の
関
係
者
が
い
て
、

私
も
直
に
骨
董
品
を
眺
め
た
り

手
に
取
っ
た
り
時
に
は
茶
器
と

し
て
使
い
歴
史
の
断
片
を
感
じ

て
い
ま
し
た
。

権禰宜
　海野　眞

令
和
元
年
秋
の
叙
勲
の
ご
報
告
と
お
祝
い

　

当
大
分
縣
護
國
神
社
に
責
任
役
員
と
し
て
多
大
な
る
ご
尽
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
荒
金
一
義
様

と
岩
男
立
夫
様
が
、
県
内
に
お
い
て
様
々
な
分
野
で
の
ご
活
躍
を
認
め
ら
れ
昨
年
秋
に
叙
勲
の
栄

を
賜
り
ま
し
た
。

　

茲
に
衷
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
、
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
祈
念
申
し
上
げ
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

旭
日
双
光
章

一
般
財
団
法
人

大
分
県
遺
族
会

連
合
会
会
長

岩
男 

立
夫 
様

靖國神社
「さくらの陶板」

　
昨
年
、
靖
國
神
社
創
建
百
五
十
年
を
記
念
し
て
外
苑
参
道
慰
霊
の

庭
に
全
国
四
十
七
都
道
府
県
そ
れ
ぞ
れ
の
陶
工
た
ち
の
手
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
「
さ
く
ら
の
陶
板
」
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
桜
の
花
と
言
え
ば
英
霊
や
靖
國
神
社
の
代
名
詞
、
そ
し
て
古
来

よ
り
私
た
ち
日
本
人
が
も
っ
と
も
愛
し
身
近
に
感
じ
て
い
る
国
の

花
で
す
。

　
英
霊
た
ち
が
生
ま
れ
育
ち
、
も
し
か
し
た
ら
歩
い
た
か
も
し
れ
な

い
故
郷
の
山
の
道
。
か
す
か
に
亡
き
人
た
ち
の
生
の
余
韻
が
残
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
そ
の
土
を
用
い
て
、
こ
ね
ら
れ
形
づ
く
ら
れ
、

そ
し
て
窯
で
焼
か
れ
無
か
ら
有
へ
と
命
を
つ
な
い
だ
陶（
や
き
も
の
）。

　
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
全
国
の
焼
き
物
の
里
で
作
ら
れ
た
土
地
土
地
の

特
色
を
表
し
た
桜
の
花
の
陶
板
が
、
外
苑
入
り
口
か
ら
本
殿
へ
と
参
拝
者

を
導
き
奥
へ
奥
へ
と
招
じ
る
か
の
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
各
地
を

代
表
す
る
窯
元
、
陶
工
た
ち
が
故
郷
の
特
色
を
生
か
し
た
四
十
七
姿
の
五

弁
の
桜
。
季
節
を
問
わ
ず
に
咲
き
誇
り
、
英
霊
を
い
つ
ま
で
も
お
慰
め
し

て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
大
分
県
の
さ
く
ら
の
陶
板
は
日
田
市
小
鹿
田
焼
で
す
。
懐
か
し
い
大
分

の
空
や
山
の
景
色
が
大
分
に
縁
の
あ
る
英
霊
た
ち
に
必
ず
届
く
は
ず
で
す
。

　
英
霊
た
ち
に
と
っ
て
遠
い
故
郷
の
香
り
が
ご
自
分
た
ち
が
眠
る
東
京
の

中
心
、
靖
國
神
社
に
奉
納
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
日
本
を
、
そ
し

て
全
国
津
々
浦
々
の
ご
遺
族
を
お
守
り
く
だ
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

旭
日
双
光
章

大
分
市
自
治
委
員

連
絡
協
議
会
会
長

荒
金 

一
義 

様

【
略　

歴
】

昭
和
40
年　

荒
金
酒
店
代
表

平
成
21
年　

大
分
中
央
地
区
防
犯
協
会
連
合

　
　
　
　
　

会
会
長

平
成
23
年　

大
分
県
防
犯
協
会 

理
事
長

【
受
賞
歴
】

平
成
12
年　

熊
本
国
税
局
長
表
彰

平
成
19
年　

大
分
県
文
化
の
日
表
彰
（
治
安

　
　
　
　
　

維
持
・
安
全
）

平
成
27
年　

全
国
防
犯
協
会
連
合
会
会
長
表

　
　
　
　
　

彰　

防
犯
栄
誉
金
章

平
成
29
年　

全
国
自
治
会
連
合
会
会
長
表
彰

平
成
30
年　

総
務
大
臣
石
田
真
敏　

地
緑
団

　
　
　
　
　

体
功
労
表
彰
（
地
方
自
治
）

令
和
元
年　

警
察
庁
長
官
表
彰 

警
察
協
力
章

【
略　

歴
】

昭
和
41
年　

岩
男
組
設
立　

社
長
就
任

昭
和
47
年
〜
平
成
７
年　

院
内
町
議
会
議
員

昭
和
61
年　

財
団
法
人
大
分
県
遺
族
会
連
合

　
　
　
　
　

会
理
事

平
成
４
年　

財
団
法
人
大
分
県
遺
族
会
連
合

　
　
　
　
　

会
副
会
長

平
成
９
年　

株
式
会
社
岩
男
組　

会
長
就
任

平
成
10
年　

大
分
県
戦
没
者
遺
族
相
談
員
就
任

　【
受
賞
歴
】　　

昭
和
62
年　

全
国
町
村
議
長
会
長
表
彰
（
地

　
　
　
　
　

方
自
治
功
労
者
十
五
年
）

平
成
６
年　

財
団
法
人
日
本
遺
族
会
長
表
彰

　
　
　
　
　
（
役
員
援
護
事
業
功
労
）

平
成
10
年　

全
国
体
指
連
合
会
長
表
彰
（
全

　
　
　
　
　

国
体
指
功
労
）

平
成
12
年　

大
分
県
知
事
表
彰
（
教
育
文
化

　
　
　
　
　

ス
ポ
ー
ツ
関
係
功
労
）

平
成
13
年　

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
（
援
護
事

　
　
　
　
　

業
功
労
）

平
成
15
年　

文
部
科
学
大
臣
表
彰
（
体
育
指

　
　
　
　
　

導
委
員
功
労
）

　

御
代
替
わ
り
、
そ
し
て
御
大
礼

の
御
盛
儀
を
お
祝
い
し
て
記
念
釣

灯
籠
の
ご
奉
納
を
募
っ
て
お
り
ま

し
た
が
、
昨
年
秋
に
は
ご
遺
族
崇

敬
者
、
個
人
や
団
体
の
皆
様
か
ら

ご
奉
納
い
た
だ
き
め
で
た
く
新
し

い
御
灯
が
と
も
り
ま
し
た
。

　

拝
殿
の
深
い
軒
に
新
た
な
釣
灯

籠
が
吊
る
さ
れ
夕
刻
に
な
る
と
美

し
い
光
を
放
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

灯
り
は
英
霊
を
お
慰
め
す
る
浄
火

の
灯
り
で
も
あ
り
、
英
霊
が
御
心

安
ら
か
に
鎮
ま
っ
て
い
る
証
の
よ

う
な
優
し
い
灯
り
で
も
あ
り
ま
す
。

令
和
の
時
代
の
平
安
を
見
守
る
大

切
な
御
灯
り
と
し
て
末
長
く
守
り

続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

茲
に
ご
奉
納
い
た
だ
い
た
方
々

の
ご
芳
名
を
謹
載
し
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

大
分
県
遺
族
会
連
合
会
、
日
本
製

鉄
株
式
会
社
大
分
製
鉄
所
、
大
協

会
、
佐
伯
市
遺
族
会
連
合
会
、
竹

尾
和
子
・
英
昭
、
中
島
征
夫
・
美

千
代
、
明
治
大
分
水
路
土
地
改
良

区
、
安
藤
元
博
・
保
子
、
株
式
会

社
ミ
カ
サ
、
森
竹
吉
春
・
ら
ら
、

大
津
公
成
、
株
式
会
社
渡
辺
工
業
、

山
田
宗
義
、
三
浦
清
一
、
株
式
会

社
ニ
ッ
シ
ョ
ー　
　
　
（
敬
称
略
）


