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春
季
例
大
祭
斎
行

令
和
三
年

人
事
往
来

こ
れ
か
ら
の

祭
典
行
事
案
内

（
た
だ
し
情
勢
に
よ
り
延
期
や
中
止
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

月
次
祭

一
日

明
治
大
分
水
路
水
神
祭

並
び
に
物
故
者
慰
霊
祭

十
四
日

骨
董
市

十
五
日
・
十
六
日

月
次
祭

一
日

神
梅
収
穫
祭

中
旬

夏
越
大
祓
式

二
十
六
日
・
三
十
日

月
次
祭

一
日

月
次
祭

一
日

み
た
ま
ま
つ
り

十
三
日
・
十
四
日
・
十
五
日

み
た
ま
ま
つ
り
平
和
祭

十
五
日

丸
山
　
桃
香

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
付
を

以
っ
て
仕
女
を
解
く

佐
竹
　
花
実

令
和
三
年
四
月
一
日
付
を

以
っ
て
仕
女
見
習
い
を
命
ず

眞
藤
　
美
月

令
和
三
年
四
月
三
日
を
以
っ
て

事
務
職
を
命
ず

五
月

六
月

七
月

八
月
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大分縣護國神社

これからの祭典行事案内

来
し
方
の
半
年
間
に
感
謝
を
。

こ
れ
か
ら
半
年
間
の
安
寧
の

願
い
と
祈
り
を
。

　
梅
雨
の
季
節
。
降
る
雨
や
樹
雨（
き
さ
め
）

が
木
々
の
葉
の
緑
を
一
層
際
立
た
せ
ま
す
。

六
月
、
令
和
三
年
の
一
年
間
の
折
り
返
し
が

や
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
お
祭
り
が
過
ぎ
る
と

蒸
し
暑
さ
か
ら
本
格
的
な
ジ
リ
ジ
リ
と
し
た

暑
さ
が
増
し
て
い
き
、
体
調
管
理
に
配
慮
し

日
々
の
暮
ら
し
に
も
心
が
落
ち
着
か
な
く
な

り
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
一
向
に
収
束
の

目
処
が
立
た
ず
不
安
ば
か
り
が
募
り
ま
す
。

昨
年
の
夏
越
大
祓
式
や
冬
至
大
祓
式
、
年
越

大
祓
式
に
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
ご
参
列
の

方
々
が
増
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
コ
ロ
ナ

禍
へ
の
大
き
な
不
安
と
、
一
日
も
早
く
穏
や

か
な
日
常
生
活
が
取
り
戻
せ
ま
す
よ
う
に
と

の
切
な
る
願
い
と
祈
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
護
國
神
社
の
大
祓
式
は
、
夏
越
は
茅
萱
と

涼
や
か
な
水
を
用
い
て
祓
い
を
い
た
し
、
冬

至
と
師
走
は
浄
火
で
も
っ
て
一
年
間
の
禍
事

を
焼
き
祓
う
神
業
で
す
。
剣
の
よ
う
な
葉
の

茅
萱
も
水
も
、
そ
し
て
火
も
、
い
ず
れ
に
も

神
様
が
宿
り
強
い
ご
神
威
で
私
た
ち
を
お
守

り
く
だ
さ
い
ま
す
。

　
夏
越
大
祓
式
、
清
ら
か
な
水
に
ご
自
身
の

人
形
（
ひ
と
が
た
）
を
浮
か
べ
て
茅
の
輪
を

く
ぐ
り
、
い
よ
い
よ
の
除
災
招
福
が
授
か
り

ま
す
よ
う
お
祈
り
く
だ
さ
い
。

　
当
日
は
大
変
込
み
合
い
ま
す
が
、
マ
ス
ク

着
用
、
間
隔
を
と
る
な
ど
、
ご
協
力
の
ほ
ど

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

みたままつり献灯の
お願い

‐

お
申
し
込
み‐

大
分
縣
護
國
神
社

〒
８
７
０‐

０
９
２
５

大
分
市
牧
一
三
七
一

電
　
話
／
〇
九
七‐

五
五
八‐

三
〇
九
六
㈹

Ｆ
Ａ
Ｘ
／
〇
九
七‐

五
五
八‐

三
〇
九
八

振
　
替
／
０
１
９
５
０‐

４‐

１
８
８
７
４

◎
振
替
用
紙
は
神
社
社
務
所
で
も
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

お
申
し
込
み
締
め
切
り
／
七
月
三
十
一
日
㈯

■
小
型
提
灯
（
47
セ
ン
チ
）

　
初
穂
料
／
一
灯
　
五
千
円

　
配
線
等
を
新
た
に
整
え
、
御
明
し

　
を
よ
り
明
る
く
す
る
た
め
、
本
年

　
よ
り
五
千
円
に
改
定
い
た
し
ま
す

■
大
型
提
灯
（
68
セ
ン
チ
）

　
初
穂
料
／
一
灯
　
一
万
円

日　

時
／
令
和
三
年
六
月
二
十
六
日
㈯　

午
後
三
時
よ
り

　
　
　
　

令
和
三
年
六
月
三
十
日
㈬　

午
後
三
時
よ
り

場　

所
／
大
分
縣
護
國
神
社
神
門

初
穂
料
／
お
下
が
り
を
お
受
け
に
な
る
方
は
一
世
帯
三
千
円

　
　
　
　

◎
事
前
、
当
日
と
も
社
務
所
に
て
受
け

　
　
　
　
　

付
け
て
お
り
ま
す

夏越
大祓式
ご案内

　
昨
年
の
み
た
ま
ま
つ
り
よ
り
御
明

し
（
み
あ
か
し
）
に
込
め
る
思
い
が

よ
り
強
く
、
御
明
し
の
数
が
大
変
多

く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

ひ
と
え
に
御
霊
へ
の
慰
霊
と
鎮
魂
は

も
と
よ
り
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
早

期
に
収
ま
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
昨
年
よ

り
ご
遺
族
以
外
の
方
々
か
ら
「
祈
り

の
灯
り
」
と
し
て
の
献
灯
が
ず
い
ぶ

ん
と
多
く
な
り
ま
し
た
。

　
護
國
神
社
の
神
様
は
神
話
に
出
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
神
々
で
は
な
く
、
人

間
と
し
て
生
ま
れ
て
、
崇
高
な
志
の

も
と
祖
国
に
命
を
捧
げ
た
先
人
の

方
々
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常

に
身
近
な
方
々
が
神
様
と
な
っ
て
護

國
神
社
に
鎮
ま
り
日
本
や
故
郷
、
そ

し
て
こ
こ
に
生
き
る
私
た
ち
を
見
守

り
、
平
和
へ
と
導
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
を
体
験
し
て
い

る
私
た
ち
。
見
え
な
い
な
が
ら
も
何

か
し
ら
を
感
じ
る
神
様
と
は
を
、
今

改
め
て
皆
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
証
の

御
明
し
に
な
り
ま
す
。

　
み
た
ま
ま
つ
り
で
ご
社
頭
を
照
ら

す
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
込
め
た
御
明

し
。
祈
り
を
込
め
た
御
明
し
を
灯
し

ま
せ
ん
か
。

ご参列ご自由ですご参列ご自由です
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令
和
三
年 

春
季
例
大
祭
を
終
え
て

大
分
縣
護
國
神
社
宮
司

八
坂
秀
史

　

昨
年
は
終
戦
七
十
五
年
の
節
目
の
年
に
当
た
り
な
が
ら
も
世

に
は
び
こ
る
悪
疫
や
台
風
の
た
め
春
秋
二
季
の
例
大
祭
は
何
れ

も
不
規
則
な
斎
行
と
相
成
り
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
今
年
の
春

の
例
大
祭
は
従
来
通
り
に
盛
儀
に
と
り
行
え
る
よ
う
願
っ
て
い

ま
し
た
が
、
世
情
を
鑑
み
や
む
な
く
参
列
さ
れ
る
人
数
の
制
限

を
設
け
た
次
第
で
す
。
誠
に
申
し
訳
な
く
心
苦
し
く
思
い
ま
す
。

ど
う
か
御
霊
が
よ
り
安
ら
か
に
穏
や
か
に
お
鎮
ま
り
に
な
り
ま

す
よ
う
常
に
も
増
し
て
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
御

神
威
に
お
す
が
り
を
し
て
ふ
る
さ
と
を
お
護
り
く
だ
さ
る
よ
う

願
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
特
に
桜
の
開
花
が
早
く
進
み
境
内
の
左
近
の
桜
も
三

月
下
旬
に
は
満
開
を
迎
え
ま
し
た
。
以
前
は
春
季
例
大
祭
の
頃

が
満
開
の
時
期
だ
っ
た
の
で
す
が
気
候
の
変
動
を
つ
く
づ
く
感

じ
ま
す
。
先
月
と
あ
る
桜
の
も
と
に
出
向
き
ま
し
た
。
山
あ
い

の
畑
の
上
、
そ
の
大
き
な
桜
は
か
た
わ
ら
の
お
墓
を
い
だ
く
様

に
枝
が
垂
れ
見
事
に
花
開
い
て
い
ま
し
た
。
墓
碑
銘
に
は
「
戦

死
」
と
刻
ま
れ
た
御
名
前
が
二
柱
。
合
掌
し
後
日
神
社
の
命
日

台
帳
を
開
く
と
、
一
柱
は
先
の
大
戦
開
戦
直
後
に
も
う
一
柱
は

終
戦
の
直
前
に
何
れ
も
南
方
で
戦
死
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
御
霊

御
自
身
は
も
と
よ
り
当
時
の
ご
遺
族
も
そ
の
口
惜
し
さ
と
悲
し

み
は
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
国
を
挙
げ
て
の
戦
い
が

始
ま
っ
た
途
端
に…

あ
と
ほ
ん
の
少
し
で
そ
の
戦
争
は
終
わ
っ

た
の
に…

と
。
無
念
の
思
い
を
い
た
わ
り
慰
め
る
が
ご
と
く
桜

の
枝
が
墓
石
を
優
し
く
撫
で
る
よ
う
に
揺
れ
る
の
で
し
た
。
た

だ
こ
の
二
柱
の
御
霊
に
は
命
日
祭
の
ご
参
拝
が
途
絶
え
て
い
ま

す
。
玉
の
緒
の
果
て
た
そ
の
日
の
命
日
祭
に
ご
遺
族
が
お
参
り

さ
れ
、
一
柱
ず
つ
奏
上
さ
れ
る
御
霊
の
お
名
前
を
お
聞
き
に
な

れ
ば
追
慕
の
念
も
新
た
に
な
る
の
で
は
と
思
案
い
た
し
ま
し
た
。

何
よ
り
こ
の
御
霊
た
ち
も
さ
ぞ
ご
感
応
召
さ
れ
る
こ
と
と
拝
察

い
た
し
ま
す
。

　

春
秋
二
季
の
例
大
祭
は
県
下
か
ら
多
数
の
ご
遺
族
ご
来
賓
を

お
迎
え
い
た
し
盛
儀
に
慰
霊
顕
彰
申
し
上
げ
る
重
儀
の
祭
典
で

す
。
毎
日
行
う
命
日
祭
は
本
殿
間
近
に
参
列
い
た
だ
き
、
雪
洞

の
奥
に
御
霊
の
在
り
し
日
の
お
姿
を
偲
び
、
そ
の
御
名
前
を
一

柱
ず
つ
奏
す
る
懇
ろ
な
お
祀
り
で
す
。
み
た
ま
な
ご
め
の
例
大

祭
と
命
日
祭
、
い
ず
れ
も
護
國
神
社
の
も
と
い
を
な
す
大
切
な

祭
祀
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
厳
修
し
て
参
り
ま
す
と
拝
殿
前
を
舞

う
桜
花
に
そ
の
想
い
を
重
ね
ま
し
た
。

　

御
霊
の
安
鎮
と
ご
遺
族
ご
崇
敬
皆
様
方
の
ご
清
福
を
お
祈
り

い
た
し
、
春
季
例
大
祭
斎
了
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
咲
い
て
、
そ
し
て
散
っ
て
い
っ
た
今
年

の
桜
。
ま
さ
に
疾
風
の
よ
う
な
桜
で
し
た
。
そ
の
潔
さ
は
さ
な

が
ら
御
霊
の
在
り
し
日
の
よ
う
に
も
映
り
ま
し
た
。
今
年
の
散

り
際
が
こ
と
の
ほ
か
の
寂
し
く
感
じ
た
の
は
、
先
が
見
え
な
い

ま
ま
の
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
明
け
暮
れ
て
い
る
毎
日
の
つ
ら
さ

に
も
呼
応
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　
令
和
三
年
の
春
季
例
大
祭
、
お
陰
さ
ま
を
も
ち
ま
し
て
滞
り

な
く
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
献
幣
使
と
し
て
大
分
県
神
社
庁
神
日
出
男
庁
長
様
を
お
迎
え

し
て
、
宮
司
以
下
祭
員
一
同
、
謹
ん
で
春
季
例
大
祭
の
ご
奉
仕

の
お
務
め
を
い
た
し
ま
し
た
。
神
社
役
員
並
び
に
総
代
、
ご
来

賓
の
方
々
に
よ
る
御
神
前
で
の
心
の
こ
も
っ
た
ご
参
拝
。
そ
し

て
心
な
ら
ず
も
今
回
も
限
ら
れ
た
ご
遺
族
の
ご
参
列
を
仰
ぐ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
遠
く
テ
ン
ト
席
か
ら
の
ご
参
列
、
三
密
を
避
け
る
た
め
等
間

隔
に
空
席
を
設
け
、
時
世
と
は
言
い
な
が
ら
も
賑
わ
い
の
少
な

い
ご
社
頭
。
し
か
し
ご
遺
族
の
御
霊
た
ち
へ
の
篤
い
お
心
は
変

わ
り
が
な
い
も
の
と
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
規
模
な
が
ら
も
常
と
変
わ
ら
な
い
厳
粛
な
式
次

第
。
そ
し
て
本
殿
で
は
粛
々
と
執
り
行
わ
れ
て
い
く
祭
典
。
不

測
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、
皆
が
安
寧
で
あ
る
よ
う
に
と
あ
ま
ね

く
御
稜
威
を
お
示
し
に
な
る
御
霊
へ
恭
順
の
思
い
で
ご
奉
仕
い

た
し
ま
し
た
。
早
咲
き
だ
っ
た
今
年
の
桜
の
花
に
代
わ
り
、
当

社
の
仕
女
四
人
に
よ
る
浦
安
の
舞
が
御
霊
と
ご
参
列
の
皆
様
方

を
お
慰
め
で
き
た
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
従
前
ま
で
の
大
き
な
お
祭
り
の
風
景
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る

様
子
に
、
お
鎮
ま
り
の
四
万
四
千
四
百
五
十
八
柱
の
御
霊
た
ち

に
は
、
お
寂
し
か
っ
た
こ
と
と
拝
察
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

は
ご
自
分
の
肉
親
が
テ
ン
ト
席
に
座
っ
て
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。

そ
う
感
じ
る
だ
け
で
も
御
霊
に
は
十
分
な
み
た
ま
な
ご
め
に

な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
探
し
て
も
見
当
た
ら
な
い
寂
し
さ
は
、

ま
る
で
親
に
は
ぐ
れ
た
幼
子
の
悲
し
い
思
い
と
同
じ
か
と
。
肉

体
は
消
え
た
と
は
言
え
御
霊
と
し
て
、
此
処
に
生
き
て
い
る
私

た
ち
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
心
、
気
持
ち
が
在
り
続
け
て

い
る
は
ず
で
す
。
そ
の
証
と
し
て
御
霊
が
感
応
さ
れ
、
お
喜
び

に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
が
、
祭
典
の
間
に
花
や
鳥
や
蝶
や

風
に
代
わ
っ
て
、
私
た
ち
の
そ
ば
近
く
で
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
な
っ

て
何
か
を
告
げ
て
く
れ
ま
す
。

　
一
年
前
の
祭
典
は
、
例
大
祭
が
戦
後
も
滞
り
な
く
斎
行
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
初
め
て
ご
遺
族
や
来
賓
の
皆
様
に
ご

参
列
を
ご
遠
慮
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
秋
季
例
大
祭
で

は
県
内
の
各
遺
族
会
の
ご
理
解
の
も
と
、
ご
参
列
の
人
数
を
限

ら
せ
て
い
た
だ
く
対
策
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
少
し

ず
つ
で
は
あ
り
ま
し
た
が
好
転
す
る
気
配
を
感
じ
は
じ
め
、
お

元
気
な
お
姿
を
拝
し
救
わ
れ
た
思
い
が
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

現
況
は
誠
に
不
本
意
な
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
参

列
の
方
々
へ
の
心
苦
し
い
制
限
を
徐
々
に
緩
和
さ
せ
て
い
る
と

は
言
え
、
以
前
の
よ
う
な
盛
大
な
祭
典
に
戻
る
に
は
も
う
し
ば

ら
く
時
間
が
必
要
で
あ
る
か
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
や
る
せ
な

い
思
い
が
募
る
ば
か
り
で
す
。

　
今
回
も
限
ら
れ
た
方
に
ご
参
列
い
た
だ
い
た
春
季
例
大
祭
。

地
球
規
模
で
、
致
し
方
な
い
こ
の
よ
う
な
状
況
下
と
は
言
え
、

ま
こ
と
に
心
苦
し
い
限
り
の
祭
典
で
し
た
。
来
年
こ
そ
は
、
い

や
半
年
後
の
秋
季
例
大
祭
こ
そ
は
、
ど
う
か
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
収
束
へ
と
向
か
い
、
以
前
の
よ
う
に
多
く
の
ご
参
列
を
賜
り
、

ご
一
同
と
と
も
に
御
霊
を
お
慰
め
で
き
る
日
が
早
く
訪
れ
る
よ

う
に
と
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。
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毎
日
の
命
日
祭
の
た
び
に
戦
争
中
の
母
と
息
子

さ
ん
の
お
話
を
思
い
出
し
な
が
ら
ご
奉
仕
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
大
分
縣
護
國
神
社
に
ゆ
か

り
の
御
霊
と
ご
遺
族
の
そ
れ
ぞ
れ
も
同
じ
よ
う
な

別
れ
の
体
験
を
な
さ
っ
た
の
で
は
と
。

　
そ
れ
は
桜
花
搭
乗
員
と
し
て
南
九
州
の
海
上
で

戦
死
さ
れ
た
緒
方
襄
命
と
、
母
三
和
代
さ
ん
の
親

子
水
入
ら
ず
、
哀
し
く
も
凛
と
し
た
お
ふ
た
り
が

共
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
最
後
の
わ
ず
か
な
時

間
の
お
話
で
す
。

　
時
は
桜
の
咲
く
春
。
特
攻
隊
員
志
願
で
あ
っ
た

息
子
と
の
今
生
の
別
れ
に
息
子
の
任
地
に
赴
い
た

御
母
堂
。
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
一
夜
を
と
も

に
過
ご
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
春
の
一

夜
が
永
遠
に
明
け
ね
ば
よ
い
の
に
と
思
っ
た
で
あ

ろ
う
母
。
し
か
し
ふ
た
り
の
心
の
底
に
あ
る
の
は

国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
固
い
決
意
の
息
子
と
、

大
切
な
我
が
子
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
を

裂
か
れ
る
よ
う
な
母
の
思
い
。
お
腹
を
痛
め
て
産

ん
だ
我
が
子
を
、
た
と
え
国
の
た
め
と
は
言
い
な

が
ら
も
「
死
地
に
送
り
出
す
」
な
ど
、
あ
の
時
代

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
自
我
を
抑
え
な
が
ら
時
流

に
沿
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
紗
の
帳
の
よ
う
な
な
か
で
の
か
す
か
な
一

夜
の
語
ら
い
、
春
の
霞
に
溶
け
込
む
よ
う
な
親
子

の
情
景
を
瞼
に
映
す
と
、
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代

の
私
た
ち
で
あ
っ
て
も
心
が
大
き
く
揺
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
憐
憫
と
言
う
に
は
あ
ま
り
に
尊
い
お
ふ

た
り
の
姿
で
あ
っ
た
か
と
。

　
目
の
前
に
い
る
息
子
は
五
体
満
足
、
健
全
な
心

身
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
ど
こ
に
非
の
打
ち
所

が
あ
ろ
う
か
。
世
が
世
で
あ
れ
ば
明
る
い
未
来
が

あ
る
は
ず
。
お
嫁
さ
ん
を
迎
え
る
こ
と
も
で
き
た

は
ず
。
こ
の
子
の
血
を
受
け
継
い
だ
孫
を
抱
き
た

い
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
世
の
中
に
生
ま
れ
て
し

ま
っ
た
の
か
。
産
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
。
死
に
い

く
子
を
前
に
し
て
親
と
し
て
は
耐
え
ら
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
気
丈
に
振
る
舞
わ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
時
代
の
な
ん
と
不
条
理
な
こ
と
で
し
ょ

う
。
尊
い
命
を
絶
つ
こ
と
の
約
束
な
ど
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
の
が
人
間
の
定
め
の
は
ず
で
あ
る
の
に
。

す
べ
て
の
国
民
が
命
か
ら
が
ら
に
生
き
、
そ
し
て

大
切
な
人
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時

代
に
翻
弄
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
御
母
堂
、
三
和
代
さ
ん
が
詠
ん
だ
句
で

す
。

「
う
つ
し
世
の
　
短
き
え
に
し
の
母
と
子
が
　
今

宵
一
夜
を
語
り
あ
か
し
ぬ
」

　
堪
え
ね
ば
な
ら
な
い
母
と
し
て
も
千
々
に
乱
れ

て
も
不
思
議
で
は
な
い
思
い
。
ま
さ
し
く
断
腸
の

思
い
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　
つ
ら
い
別
れ
の
あ
と
自
宅
に
帰
っ
て
カ
バ
ン
を

開
け
る
と
そ
こ
に
は
息
子
さ
ん
、
襄
さ
ん
の
辞
世

の
句
が
書
か
れ
た
紙
が
忍
ば
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
い
ざ
さ
ら
ば
　
我
は
み
く
に
の
山
桜
　
母
の
身

元
に
帰
り
咲
か
な
む
」

　
何
と
い
う
哀
し
く
も
美
し
い
歌
で
し
ょ
う
か
。

や
は
り
還
る
場
所
は
お
母
さ
ん
。
三
和
代
さ
ん
は

ど
れ
ほ
ど
悲
し
か
っ
た
こ
と
か
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　
短
い
五
七
五
七
七
の
歌
な
が
ら
も
、
美
し
い
日

本
語
で
強
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
母
と

子
の
つ
な
が
り
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。
親
子
が
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
た
よ
う
な
言
葉
を
紡
い
で
い
る
と
感
じ

ま
し
た
。

　
こ
の
お
ふ
た
り
同
様
に
き
っ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
方

た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
別
れ
の
場
面
が
あ
っ
た
は

ず
で
す
。
国
の
た
め
と
は
言
え
、
ど
の
方
に
と
っ

て
も
つ
ら
い
時
代
と
別
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

そ
の
よ
う
な
御
霊
と
ご
遺
族
の
尊
い
歴
史
の
重
さ

を
改
め
て
思
い
、
次
代
へ
と
繋
げ
る
祭
典
が
毎
日

の
命
日
祭
で
す
。

　
毎
日
粛
々
と
斎
行
さ
れ
て
い
る
命
日
祭
。
ご
遺

族
に
は
一
年
に
一
度
の
大
切
な
日
だ
か
ら
と
県
内

各
地
か
ら
お
参
り
に
い
ら
し
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ

禍
の
な
か
で
あ
っ
て
も
遠
く
か
ら
足
を
運
び
、
御

霊
を
お
慰
め
し
て
い
る
ご
遺
族
の
姿
に
は
畏
敬
の

念
を
抱
き
ま
す
。
変
わ
ら
ず
に
泰
然
と
歩
を
進
め

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
杖
を
使
っ
て
い
た
方

が
今
年
は
車
椅
子
で
と
か
、
お
ひ
と
り
で
参
列
さ

れ
て
い
た
方
が
お
孫
さ
ん
や
ひ
孫
さ
ん
に
手
を
引

か
れ
て
と
か
。
時
の
流
れ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま

す
。
お
守
り
す
る
方
が
お
年
を
召
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
こ
と
の
寂
し
さ
と
つ
ら
さ
は
年
々
増
す
ば

か
り
で
す
。
し
か
し
、
最
近
は
孫
ひ
孫
の
方
々
の

お
参
り
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
時
折
さ
ら

に
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
若

い
ご
夫
婦
も
。
き
っ
と
ご
家
族
で
折
に
触
れ
、
ご

自
宅
の
御
霊
の
お
話
や
戦
争
の
体
験
話
を
日
常
生

活
に
溶
け
こ
ま
す
よ
う
に
会
話
を
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
生
き
証
人
の
口
伝
、
お
話
し
さ

れ
る
方
が
徐
々
に
老
い
に
越
さ
れ
て
い
っ
て
い
る

な
か
で
、
そ
の
口
伝
こ
そ
が
御
霊
へ
の
慰
霊
と
平

和
の
尊
さ
を
学
ぶ
大
き
な
意
味
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　
御
霊
と
な
ら
れ
た
方
に
は
必
ず
ご
命
日
が
あ
り

ま
す
。
私
ど
も
神
職
は
御
霊
の
ご
命
日
こ
そ
、
遺

さ
れ
た
ご
家
族
の
す
べ
て
の
原
点
、
再
生
の
日
で

あ
る
と
心
得
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
亡
き
方
の
こ

と
を
お
忘
れ
に
な
り
ま
せ
ん
よ
う
、
一
年
に
一
度

に
巡
り
来
る
大
切
な
そ
の
日
の
ご
参
拝
を
お
待
ち

い
た
し
ま
す
。

　
ご
命
日
が
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
よ
う
で
し
た

ら
護
國
神
社
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た

諸
般
の
事
情
で
神
社
に
ご
参
拝
に
な
れ
な
い
ご
遺

族
は
事
前
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
ご
命
日
祭
当

日
、
ご
祭
神
名
を
奉
上
し
、
後
日
撤
下
品
を
お
送

り
い
た
し
ま
す
。

意義と責任
命日祭

～言葉にできぬ思いを歌に託して～

Yamaaruki

山
に
思
う 

「本宮山」

宮司　八坂　秀史

ほん ぐう  さん

　
山
桜
が
ヒ
ラ

ヒ
ラ
舞
う
山
道

を
登
る
。
三
月

下
旬
大
分
市
の

南
、
直
角
三
角

形
の
長
い
辺
を

下
に
し
た
よ
う

な
本
宮
山
に

登
っ
た
。
い
つ

も
は
ソ
ロ
か
家

内
と
二
人
だ
が

今
日
は
四
十
五

人
の
大
所
帯
、

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
大
分
第
九
団

に
同
行
し
た
。

　
ボ
ー
イ
ス
カ

ウ
ト
活
動
は
イ

ギ
リ
ス
の
退
役

軍
人
ベ
ー
デ
ン
＝
パ
ウ
エ
ル
卿
が
少
年
の
心
身
を
鍛
え

社
会
性
を
は
ぐ
く
も
う
と
一
九
〇
八
年
に
創
設
し
た
。

少
年
（
少
女
）
た
ち
は
ま
ず
ス
カ
ウ
ト
の
「
ち
か
い
と

お
き
て
」
を
学
び
小
人
数
で
野
外
活
動
を
行
う
。
ね
ら

い
は
人
格
・
市
民
性
・
生
活
の
知
恵
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
な
ど
を
年
齢
ご
と
に
修
め
る
こ
と
に
あ
る
。
キ
ャ
ン

プ
・
工
作
・
応
急
処
置
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
歌
・
ネ
イ
チ
ャ
ー

ゲ
ー
ム
な
ど
を
通
じ
て
、
技
能
を
学
び
自
然
や
仲
間
へ

の
感
謝
の
念
が
養
わ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
組
む
。

世
界
で
は
百
七
十
一
の
国
と
地
域
で
約
四
千
万
人
が
加

盟
し
、
日
本
で
は
活
動
母
体
で
あ
る
約
二
千
の
団
の
も

と
九
万
人
が
活
動
し
て
い
る
。

　
当
護
國
神
社
の
宮
司
が
こ
の
精
神
と
活
動
に
共
感
し

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
大
分
県
連
盟
大
分
第
九
団
と
し
て
発

足
し
た
の
は
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
三
月
二
十

六
日
の
こ
と
だ
。
以
来
今
年
は
五
十
周
年
を
迎
え
た
。

こ
の
間
巣
立
っ
た
ス
カ
ウ
ト
は
五
百
名
に
も
及
ぶ
。
団

の
記
録
に
よ
る
と
発
足
直
後
初
め
て
の
ハ
イ
キ
ン
グ
で

本
宮
山
に
登
っ
て
い
る
。
大
き
な
節
目
を
迎
え
た
今
年
、

五
十
年
前
に
当
団
ス
カ
ウ
ト
た
ち
十
四
名
が
目
指
し
た

山
を
再
び
訪
れ
、
活
動
の
原
点
に
触
れ
よ
う
と
記
念
登

山
を
同
山
で
行
っ
た
。

　
五
十
年
の
歳
月
が
満
ち
た
本
年
（
二
〇
二
一
）
三
月

二
十
七
日
護
國
神
社
で
山
行
の
安
全
を
祈
願
し
て
出
発
。

午
前
十
時
十
分
西
寒
田
神
社
参
拝
後
山
に
入
る
。
照
葉

樹
の
森
を
ゆ
っ
く
り
歩
き
ほ
ど
な
く
竹
林
へ
。
足
元
が

乱
雑
に
掘
り
返
さ
れ
て
い
る
。
タ
ケ
ノ
コ
を
狙
っ
た
猪

の
仕
業
だ
と
話
す
が
街
で
育
っ
た
ス
カ
ウ
ト
に
は
ピ
ン

と
こ
な
い
。
歩
き
始
め
て
一
時
間
半
視
界
が
開
け
る
。

斜
面
が
広
範
囲
に
伐
採
さ
れ
て
大
分
市
街
地
が
南
か
ら

一
望
で
き
る
。
黄
砂
で
霞
ん
で
は
い
る
が
双
眼
鏡
で
西

大
分
港
の
フ
ェ
リ
ー
の
煙
突
や
護
國
神
社
の
森
の
擁
壁

ま
で
見
え
る
。
判
田
ル
ー
ト
か
ら
の
団
体
に
挨
拶
し
先

を
目
指
す
。
頂
上
に
近
づ
く
ほ
ど
に
傾
斜
が
グ
ン
と
き

つ
く
な
り
最
後
は
皆
喘
ぎ
な
が
ら
十
二
時
十
分
標
高
六

〇
七
Ｍ
の
本
宮
山
頂
上
に
立
っ
た
。「
本
宮
山
を
守
る

会
」
に
よ
り
数
年
前
整
備
さ
れ
た
木
製
デ
ッ
キ
か
ら
改

め
て
眼
下
の
大
分
市
街
地
を
始
め
別
府
市
や
由
布
鶴
見

の
峰
々
を
眺
め
る
。
西
寒
多
神
社
の
奥
宮
で
あ
る
本
宮

神
社
ま
で
下
り
参
拝
。
途
中
磐
座
（
い
わ
く
ら
）
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
る
高
さ
十
Ｍ
の
巨
石
群
に
立
ち
寄
る
。

こ
こ
は
古
代
祭
祀
の
跡
と
云
わ
れ
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と

し
て
知
る
人
ぞ
知
る
。
確
か
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る

よ
う
な
ひ
し
形
の
巨

岩
の
も
と
に
た
た
ず

む
と
身
震
い
と
と
も

に
真
逆
の
安
堵
感
も

覚
え
る
か
ら
不
思
議

だ
。

　
頂
上
直
下
に
鎮
ま

る
本
宮
神
社
の
起
源

は
、
神
功
皇
后
が
三

韓
征
伐
の
折
に
立
ち

寄
ら
れ
こ
の
山
が
あ

が
め
ら
れ
た
こ
と
に
遡
る
。
そ
の
後
武
内
宿
禰
が
勅
命

に
よ
り
こ
の
地
に
宮
殿
を
建
て
た
の
は
応
神
天
皇
九
年

（
四
一
三
）。
時
代
は
下
が
り
応
永
一
五
年（
一
四
〇
八
）

に
大
友
親
世
が
そ
の
神
社
を
山
麓
の
寒
田
に
遷
し
て
か

ら
は
旧
社
地
の
宮
殿
を
奥
宮
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

山
名
も
寒
多
山
や
西
寒
多
山
と
呼
ん
で
い
た
が
そ
れ
か

ら
は
本
宮
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
。

　
そ
ん
な
本
宮
山
や
西
寒
田
神
社
の
由
緒
、
我
が
団
の

歴
史
や
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
理
念
な
ど
あ
ま
り
関
係
な

く
ス
カ
ウ
ト
た
ち
は
嬉
々
と
し
て
歩
を
進
め
る
。
十
三

時
二
十
分
昼
食
後
下
山
開
始
。
登
り
は
二
時
間
か
か
っ

た
が
下
り
は
一
時
間
二
十
分
で
下
山
完
了
。

　
下
山
途
中
御
旅
所
と
あ
る
の
で
ル
ー
ト
を
外
れ
探
す

が
そ
れ
ら
し
き
モ
ノ
や
場
所
が
な
い
。
代
わ
り
に
「
八

紘
一
宇
（
は
っ
こ
う
い
ち
う
）」
と
刻
ま
れ
た
一
本
の

石
柱
を
見
つ
け
た
。
世
界
が
一
家
族
の
よ
う
に
む
つ
み

合
う
と
の
意
味
だ
が
山
道
も
な
い
こ
の
山
中
に
な
ぜ
？

後
日
西
寒
田
神
社
職
員
や
本
宮
山
に
詳
し
い
方
に
尋
ね

た
が
い
き
さ
つ
は
不
明
の
ま
ま
。
謎
は
ナ
ゾ
の
ま
ま
が

い
い
か
。

　
我
が
団
に
ゆ
か
り
あ
る
本
宮
山
へ
の
山
登
り
は
ス
カ

ウ
ト
た
ち
に
は
良
い
体
験
と
な
っ
た
は
ず
だ
。
九
団
の

始
ま
り
と
山
の
歴
史
を
見
聞
き
し
仲
間
や
家
族
と
歩
い

た
春
の
山
。
ス
カ
ウ
テ
ィ
ン
グ
の
楽
し
さ
を
ま
た
一
つ

感
じ
た
こ
と
と
思
う
。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
活
動
の
モ
ッ

ト
ー
の
一
つ
に
「
い
つ
も
元
気
」
と
あ
る
。
ど
ん
な
状

況
で
も
自
ら
楽
し
む
そ
の
心
の
ベ
ク
ト
ル
を
表
し
て
い

る
。
い
ま
の
世
情
を
憂
う
ほ
ど
に
ス
カ
ウ
ト
た
ち
に
は

ど
う
か
溌
溂
で
い
て
ほ
し
い
と
汗
す
る
子
供
た
ち
に

願
っ
た
。

　
五
十
年
の
先
、
大
分
第
九
団
が
発
団
百
周
年
を
迎
え

る
時
、
未
来
の
九
団
ス
カ
ウ
ト
た
ち
も
き
っ
と
本
宮
山

を
目
指
し
て
く
れ
る
と
信
じ
る
。

【
B
S
清
掃
奉
仕
】

　
三
月
七
日
午
前
八
時
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
大
分
第
九

団
は
境
内
の
清
掃
奉
仕
を
行
っ
た
。
平
素
は
こ
の
境
内

の
大
前
で
、
木
陰
や
林
間
で
隊
ご
と
に
時
に
団
全
体
で

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
と
し
て

の
儀
礼
、
技
能
を
磨
く
訓
練
、
自
然
の
中
で
の
ゲ
ー
ム
、

社
会
奉
仕
活
動
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
リ
ー
ダ
ー
指
導

の
も
と
年
齢
に
応
じ
て
修
め
て
い
く
。
神
鎮
ま
る
境
内

は
野
外
の
教
場
と
し
て
こ
れ
以
上
の
場
所
は
な
い
。
所

属
ス
カ
ウ
ト
た
ち
は

境
内
の
山
や
谷
を
駆

け
巡
り
心
身
と
も
に

た
く
ま
し
く
育
っ
て

ほ
し
い
。
日
本
の
将

来
を
担
う
子
供
た
ち

の
成
長
を
御
霊
は
何

よ
り
た
の
も
し
く
目

を
細
め
て
ご
覧
に

な
っ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。

大分市稙田地区からの本宮山

磐座（いわくら）

ボーイスカウト清掃奉仕
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
振
り
回
さ
れ
る
生
活

か
ら
も
う
一
年
。

　

マ
ス
ク
を
着
け
、
な
る
べ
く
人
と
会
わ
な
い
様

に
す
る
と
い
う
の
は
も
は
や
常
識
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
一
年
前
ま
で
の
当
た
り
前
の
日
常
が
い

か
に
「
有
り
難
い
」
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
実
感

さ
せ
ら
れ
る
。

　
「
有
り
難

し
」、「
あ
り

が
と
う
」
こ

の
言
葉
は

め
っ
た
に
な

い
こ
と
に
感

謝
を
す
る
言

葉
で
あ
り
、

人
の
心
を
動

か
す
言
葉
だ

と
私
は
思

う
。

　

丁
度
、
東

日
本
大
震
災
か
ら
十
年
が
経
っ
た
の
で
、
私
個
人

の
事
に
な
る
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
い
と
思

う
。

　

十
年
前
、
私
は
当
時
大
学
生
だ
っ
た
。
皇
居
勤

労
奉
仕
と
い
う
皇
居
の
敷
地
内
を
清
掃
奉
仕
す
る

行
事
に
参
加
し
て
お
り
、
三
月
十
一
日
は
奉
仕
の

最
終
日
で
あ
っ
た
。
東
御
苑
地
区
の
旧
江
戸
城
本

丸
付
近
を
清
掃
し
て
い
た
時
に
地
震
は
発
生
し
た
。

体
験
し
た
こ
と
無
い
揺
れ
に
私
も
含
め
、
周
囲
の

人
は
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
怖
く
て
動
け
な
く
な
っ
た

の
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
揺
れ
が
収
ま
り
余
震

が
続
く
中
休
憩
所
に
戻
り
テ
レ
ビ
を
つ
け
た
時
に

は
津
波
が
町
を
呑
み
込
ん
で
い
る
映
像
が
流
れ
て

い
た
。
皇
居
の
外
か
ら
は
人
々
の
喧
騒
が
聞
こ
え

て
く
る
。
恐
ら
く
避
難
し
て
き
た
人
が
皇
居
周
辺

に
集
ま
っ
て
き
た
の
か
、
宮
内
庁
の
人
か
ら
は

　
「
解
散
の
時
間
で
す
が
、
危
険
で
す
の
で
皇
居
の

敷
地
内
か
ら
出
な
い
で
下
さ
い
。」

と
言
わ
れ
そ
の
ま
ま
待
機
。
し
ば
ら
く
た
っ
て
も

外
の
喧
騒
は
収
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
夕
方
に

差
し
掛
か
っ
た
頃
、

　
「
今
日
は
こ
の
休
憩
所
で
泊
ま
っ
て
頂
き
ま
す
。

体
調
の
悪
い
方
は
遠
慮
な
く
申
し
出
て
下
さ
い
。

天
皇
陛
下
、
皇
后
陛
下
（
現
在
の
上
皇
上
皇
后
両

陛
下
）
が
皆
さ
ん
を
大
変
心
配
し
て
お
ら
れ
ま
す
。」

何
と
有
り
難
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

「
ま
も
な
く
皇
后
陛
下
が
お
で
ま
し
に
な
ら
れ
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
並
ん
で
下
さ
い
。」

と
の
こ
と
で
、
そ
の
案
内
か
ら
わ
ず
か
な
時
間
で

休
憩
所
に
皇
后
陛
下
の
お
姿
が
、
車
を
降
り
ら
れ

て
小
走
り
で
奉
仕
者
の
元
へ
か
け
つ
け
ら
れ
、
我
々

学
生
の
団
体
を
含
め
全
て
の
団
体
に
お
声
を
か
け

ら
れ
た
。
そ
の
後
は
宮
内
庁
職
員
に
よ
り
、
食
料

と
毛
布
が
与
え
ら
れ
、
我
々
一
番
若
い
学
生
も
何

か
し
な
い
と
と
思
い
、
食
料
と
毛
布
の
配
布
、
椅

子
を
く
っ
つ
け
合
い
簡
易
ベ
ッ
ド
の
作
成
等
、
出

来
る
範
囲
で
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
い
た
。

　

余
震
の
続
く
中
眠
り
に
つ
き
、
翌
日
も
朝
食
を

支
給
し
て
頂
い
た
。
外
も
落
ち
着
き
、
公
共
交
通

機
関
も
復
活
し
た
こ
ろ
他
団
体
の
出
発
を
見
送
り
、

我
々
も
帰
路
に
つ
い
た
。

　

後
か
ら
知
っ
た
話
だ
が
、
震
災
当
日
は
帰
宅
難

民
者
で
皇
居
回
り
や
駅
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
そ

う
で
私
が
そ
の
日
に
泊
ま
る
予
定
だ
っ
た
宿
は
天

井
が
落
ち
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
路
頭
に
迷
わ

ず
か
つ
九
死
に
一
生
を
得
た
気
分
で
あ
っ
た
。

　

一
年
後
、
私
は
皇
居
勤
労
奉
仕
団
の
団
長
と
し

て
奉
仕
に
向
か
っ
た
。
恐
れ
多
い
こ
と
で
は
あ
る

が
、
奉
仕
を
行
う
こ
と
で
少
し
で
も
御
恩
返
し
が

出
来
た
ら
と
率
先
し
て
参
加
し
た
。
そ
れ
は
昨
年

参
加
し
た
学
生
も
同
様
で
ほ
ぼ
同
じ
メ
ン
バ
ー
と

な
っ
た
。
奉
仕
の
最
終
日
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下

の
御
会
釈
が
あ
り
、
団
長
は
天
皇
陛
下
の
御
下
問

（
質
問
）
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
是
が
非
で
も

昨
年
の
御
礼
が
言
い
た
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら

そ
の
年
は
天
皇
陛
下
は
心
臓
の
バ
イ
パ
ス
手
術
で

お
で
ま
し
に
な
ら
れ
な
か
っ
た
が
皇
后
陛
下
が
お

一
人
で
御
会
釈
に
お
で
ま
し
に
な
ら
れ
た
。

　

一
団
体
ず
つ
声
を
か
け
ら
れ
、
い
よ
い
よ
我
々

の
番
。
初
め
て
の
皇
后
陛
下
と
言
葉
を
交
わ
す
私

に
緊
張
が
走
っ
た
。
う
ま
く
言
葉
が
紡
げ
る
だ
ろ

う
か
と
。
し
か
し
、
皇
后
陛
下
の
一
言
で
緊
張
が

吹
き
飛
ん
だ
。

　
「
昨
年
は
大
変
で
し
た
ね
。
昨
年
も
お
見
か
け
し

た
方
が
来
ら
れ
て
る
様
で
す
が
？
」

震
え
た
。
感
動
で
涙
が
出
そ
う
に
な
っ
た
。
覚
え

て
お
い
で
く
だ
さ
っ
た
の
か
と
。
声
が
震
え
る
の

を
感
じ
た
が
そ
れ
で
も
言
葉
を
絞
り
出
し
た
。

　
「
は
い
。
今
年
は
昨
年
の
メ
ン
バ
ー
を
含
め
、
是

非
と
も
奉
仕
を
し
た
い
と
い
う
有
志
で
昨
年
受
け

た
御
恩
を
少
し
で
も
奉
仕
と
い
う
形
で
お
返
し
し

た
い
と
思
い
参
り
ま
し
た
。
天
皇
皇
后
両
陛
下
、

そ
し
て
宮
内
庁
職
員
の
皆
様
の
お
蔭
を
も
ち
ま
し

て
我
々
は
誰
一
人
路
頭
に
迷
わ
ず
帰
路
に
つ
く
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。」

　

言
え
た
。
や
は
り
声
が
震
え
て
い
た
が
、
皇
后

陛
下
は
ゆ
っ
く
り
と
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
。

そ
し
て
最
後
に
皇
后
陛
下
は
、

　
「
あ
り
が
と
う
」

と
仰
っ
た
。
自
然
と
涙
が
零
れ
た
。
こ
れ
ほ
ど
心

に
響
く
「
あ
り
が
と
う
」
が
あ
る
の
か
と
そ
の
時

感
じ
た
。

　

滅
多
に
な
く
有
る
こ
と
が
難
し
い
「
有
り
難
し
」。

そ
し
て
感
謝
の
「
あ
り
が
と
う
」
を
両
方
体
験
し

た
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
今
で
も
は
っ
き
り
と
私
の

心
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
。

権禰宜　一原　昂貴
皇居東御苑本丸跡地、ここを清掃中に被災した。

窓明館　※宮内庁ホームページより

窓明館内部、この椅子を繋ぎ合わせてベッドとした。

花だより

桜に寄せ
て

　春と秋の大祭を前にして思うことがさまざま生
まれてきます。それは豊かな自然に囲まれた神社
に座すと、常に「自然の変化との共存」を肌身に
感じるということです。
　日本人の日々の暮らしには花鳥風月を愛でると
いう風雅な心や事象が随所に散りばめられ、日本
ならではの美の共存と共栄が存在しています。そ
してその自然の節目や彩りに合わせるかのよう
に、全国津々浦々の神社では四季折々にお祭りが
執り行われています。森羅万象に神様が宿ってい
るという古来からの篤い信仰と、それにまつらう
祭祀が連綿と続けられています。
　大切な御霊がお鎮まりになっている護國神社で
は季節のお祭りほかに一年365日、畏くも毎日御
霊へのご奉仕が執り行われています。自然の織り
成し、ご祭神、そしてそのなかに在る私たちの共
存の日々が繰り返されています。
　桜の咲く時分になると大きく季節が変わるこ
と、人々の日常生活に変化やエッセンスが加わる
ことなどをことのほか身近に感じます。
　これからの季節を通して神苑に順次に咲きそ
ろっていくさまざまな花々や、参拝者をお迎えす
る風雅な花手水のしつらいなど、一年間の花めぐ
りのスタートとも言えるのが、県下有数の桜の名
所である護國神社の見事な桜です。
　例年、ソメイヨシノより少し早くヤマザクラが
神苑のあちらこちらで咲き始めます。森にある生
命力旺盛な木々に囲まれたなかで、ほの白く咲く
ヤマザクラの存在はまさしく幽玄です。花の季節
にだけ居場所を教えてくれる奥ゆかしさに心が洗
われる思いがします。
　春の盛りと華やぎの訪れを一番に知らせてくれ
るヤマザクラ。本殿裏手、霊璽簿奉安殿のそばに
も大きなヤマザクラの木が左右に2本あります。鳥
が種を運んで来たのでしょうか。いつのまにか自
然生えです。場所柄、御霊が鎮まるすぐ近くに、
大和魂のモチーフでもある桜木が在ることの不思
議さと有り難さは格別に思えてなりません。それ
も対を為して二本の居方とはいかなる御神威か、
はたまた訓えでしょうか。国と国民の安寧の願い
でしょうか。夫婦仲良くの見本でしょうか。男木

女木、夫婦桜とするならばご縁結びのしるしで
しょうか。きっと何ごとか見えない力でこの場所
に誘われてきたはずです。自然界の織り成しの、
かたじけなさにただただ恐懼するばかりです。
　今年はいつもより早く咲いたヤマザクラ。この
花がもたらしてくれた今年の花だよりは、コロナ
禍にあって一気に花開き私たちをまさしく勇気づ
け、そして「強く、優しく」と心構えを諭してく
れるかのようでした。今の世の中をきっと憂慮さ
れているのだとしたら、我々は今一度襟を正し背
筋を伸ばし、日本人としての矜持に目覚めねばと
思います。「物おじせずに心を強くして正中を歩
むべし」と。
　花の季節、ご奉仕のたびに目に映る2本のヤマザ
クラの花との一週間。佇まいはいよいよ御霊のお
姿そのものです。
　時折吹く風によって静かに舞う花びら、御霊た
ちの声無き声の有り難いご感応の証だと気づいた
時に神職としての冥加を感じます。
　国民等しく苦しい思いをした先の大戦を終え75
年が穏やかに過ぎていたのに、今また改めてコロ
ナ禍という異なった苦しみを背負う国民の姿は、
戦争中の不幸と変わらないような大きな試練で
す。御霊たちが尊い命を捧げて国を守り抜いたに
もかかわらず、子や孫たちがこのような災禍に遭
遇して、きっと哀しんでいらっしゃるに違いない
とヤマザクラの短い花の時を眺めつつ思った今年
でした。
　一気呵成とばかりに急いで慰めてくれた今年の
満目の桜花より、早くコロナ禍が終息して来年は
心華やぐ平和と安寧を告げるの桜花との出会いに
なりますように。そして芭蕉が詠んだ句のよう
に、今の何もかもが遠い思い出となる日が訪れま
すように。
「さまざまなこと思ひ出す桜かな」松尾芭蕉

おし

きょうく

きょうじ


