
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
）

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

月
次
祭一日

　
午
前
九
時
か
ら

骨
董
市

　
十
九
・
二
十
日

春
季
皇
霊
祭
遥
拝
式
、

春
分
祭

二
十
一
日
　
午
前
九
時
か
ら

月
次
祭

一
日

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

春
季
例
大
祭

九
日
　
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

「節目を尊ぶ、人生は旅」
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ふ
り
つ
も
る
　
み
雪
に
た
え
て
　
い
ろ
か
へ
ぬ

松
ぞ
を
ゝ
し
き
　
人
も
か
く
あ
れ

昭
和
天
皇
御
製
　
松
上
雪

謹
ん
で

　
新
年
の
お
喜
び
を

　
　
　
申
し
上
げ
ま
す

令和四年   　新　年　号
S h o u e i z a n p o u

これからの祭典行事案内

節分祭
2 3

の
ご案内

　
一
般
に
は
二
月
三
日
は
節
分
。

こ
の
日
ま
で
が
暦
の
う
え
で
は

冬
、
そ
し
て
翌
日
が
立
春
に
な
り

ま
す
。
神
様
の
世
界
で
は
こ
の
立

春
が
お
正
月
に
な
り
ま
す
。
ま
だ

ま
だ
冬
の
気
配
が
残
る
も
の
の
随

所
に
「
春
」
の
言
葉
が
散
り
ば
め

ら
れ
る
季
節
へ
と
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。

　
今
年
も
護
國
神
社
で
は
恒
例
の

節
分
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
年
は
寅
年
で
す
。
特
に
六
十

年
ぶ
り
に
巡
っ
て
き
た
壬
寅
は
、

乳
虎
や
母
虎
と
言
わ
れ
る
優
し
い

寅
年
に
あ
た
り
ま
す
。
虎
に
は

猛
々
し
さ
を
想
像
し
ま
す
が
、
母

虎
が
子
を
大
切
に
育
て
る
こ
と
か

ら
、
大
事
に
持
ち
続
け
て
い
る
物

や
手
放
さ
な
い
さ
ま
を「
虎
の
子
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
し

く
こ
の
壬
寅
の
こ
と
を
指
し
ま

す
。
昭
和
三
十
七
年
生
ま
れ
の
壬

寅
の
方
、
お
心
当
た
り
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
当
日
は
年
男
と
年
女
の
方
々
に

は
裃
を
召
し
て
い
た
だ
き
、
本
殿

で
節
分
祭
の
の
ち
に
境
内
の
特
設

舞
台
か
ら
豆
ま
き
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
神
前
で
お
祓
い
を
受
け

た
ば
か
り
の
年
男
年
女
の
皆
さ
ん

か
ら
、
こ
の
一
年
間
の
悪
し
き
こ

と
を
く
じ
き
遠
ざ
け
、
そ
し
て
良

き
こ
と
が
重
な
り
ま
す
よ
う
福
豆

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

日
時
と
場
所
／

　
令
和
四
年
二
月
三
日
㈭
　

　
午
後
三
時
よ
り
本
殿
に
て
節
分

祭
の
の
ち
境
内
に
て
豆
打
ち

　
尚
、
当
日
は
大
変
込
み
合
い
ま

す
。
マ
ス
ク
着
用
の
う
え
、
神
門

な
ど
に
設
置
し
て
い
る
除
菌
ス
タ

ン
ド
の
消
毒
液
で
手
指
の
消
毒
を

行
っ
て
会
場
へ
お
進
み
く
だ
さ

い
。

春季例大祭のご案内 祭典／令和4年4月9日
　

大
分
縣
護
國
神
社
に
お
け

る
春
秋
二
大
の
重
儀
の
ひ
と

つ
で
あ
る
春
季
例
大
祭
は
、

春
た
け
な
わ
の
四
月
に
斎
行

さ
れ
ま
す
。

　

一
昨
年
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
っ

て
、
心
な
ら
ず
も
規
模
を
変

更
し
て
執
り
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
御
霊
た
ち
を
は
じ

め
、
ご
遺
族
崇
敬
者
の
方
々

に
と
り
ま
し
て
は
誠
に
不
本

意
な
数
年
が
続
い
て
い
る
な

か
で
、
祭
典
は
常
と
変
わ
ら

ず
に
斎
行
い
た
し
て
お
り
ま

す
。
特
に
こ
の
よ
う
な
災
難

に
見
舞
わ
れ
、
神
職
、
役
員

総
代
一
同
、
心
を
一
つ
に
し

て
御
霊
た
ち
へ
ご
奉
仕
を
し

て
い
ま
す
。

　

今
年
の
春
季
例
大
祭
は
以

前
の
よ
う
に
大
勢
の
方
々
の

ご
参
列
が
叶
う
こ
と
を
切
に

願
っ
て
お
り
ま
す
。
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令和四年   　新　年　号
S h o u e i z a n p o u

令
和
四
年  

年
頭
の
ご
挨
拶

大
分
縣
護
國
神
社
宮
司

八
坂
秀
史

　

穏
や
か
に
明
け
た
令
和
四
年
。
そ
れ
は
ま
る
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
と
は
無
縁

の
世
の
中
に
も
見
え
る
平
和
な
お
正
月
の
風
景
で
し
た
。

ま
さ
し
く
お
正
月
は
世
の
中
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
事

を
清
め
、
そ
し
て
人
々
の
心
を
リ
セ
ッ
ト
、
切
り
替
え

を
施
す
と
い
う
果
て
し
な
く
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る

こ
と
に
今
年
は
特
段
に
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
と
り
も

直
さ
ず
神
様
の
御
神
徳
に
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人

が
昔
よ
り
敬
い
、
そ
し
て
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で

も
っ
と
も
身
近
な
拠
り
所
と
し
て
い
る
八
百
万
の
神
様

と
の
共
存
の
か
た
ち
の
結
果
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

四
季
折
々
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
お
い
て
行
わ
れ
る

さ
ま
ざ
ま
な
行
事
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
皆
さ
ん
誰
も

が
等
し
く
喜
び
を
分
か
ち
合
う
新
年
、
お
正
月
は
神
様

の
存
在
を
も
っ
と
も
感
じ
、
そ
し
て
深
く
祈
り
を
捧
げ

る
大
切
な
歳
時
で
す
。
古
今
東
西
、
世
界
中
の
国
々
、

そ
し
て
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
よ
っ
て
新
た
な
年
を
迎

え
る
特
色
の
あ
る
行
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
国
の

風
土
、
歴
史
、
文
化
、
そ
し
て
信
仰
。
そ
の
違
い
、
お

国
柄
が
如
実
に
表
れ
る
の
が
お
正
月
の
あ
り
方
、
過
ご

し
方
で
す
。

　

私
た
ち
の
命
が
授
か
る
す
べ
て
の
根
源
は
、
森
羅
万

象
を
有
す
る
自
然
、
そ
し
て
そ
れ
に
ま
つ
ら
う
信
仰
に

よ
る
も
の
で
す
。
神
様
や
仏
様
が
お
姿
な
き
も
の
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
居
ま
す
が
ご
と
く
に
接
す
る
私
た

ち
の
篤
い
信
仰
、
祈
り
を
重
ね
る
そ
れ
は
誠
に
崇
高
な

姿
で
も
あ
り
ま
す
。
特
に
日
本
人
に
と
っ
て
信
仰
、
信

心
は
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
悠
久
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
も
言
え
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
迎
え
、
心
も
新
た
に
参
拝
さ
れ
る
皆
さ

ん
の
笑
顔
、
そ
し
て
新
し
い
年
を
寿
ぐ
大
分
高
等
学
校

書
道
部
に
よ
る
書
初
め
な
ど
社
頭
で
行
わ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
神
賑
わ
い
は
、
本
殿
に
お
鎮
ま
り
の
御
霊
た
ち
も

感
応
さ
れ
、
さ
ぞ
か
し
お
喜
び
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
お
正
月
の
あ
ら
ゆ
る
縁
起
物
が
参
拝
者
を
お
迎

え
す
る
護
國
神
社
は
、
ま
さ
し
く
社
頭
す
べ
て
が
「
皆

さ
ま
を
お
守
り
す
る
場
所
」
と
な
り
ま
す
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
今
年
の
お
正
月
は
昨
年
に
比
べ
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
者
数
も
少
な
く
、

参
拝
さ
れ
る
方
々
も
非
常
に
晴
れ
や
か
な
面
持
ち
で
し

た
。
こ
れ
が
、
こ
れ
こ
そ
が
、
数
年
間
疫
病
で
苦
し
め

ら
れ
て
い
た
末
に
、
き
っ
と
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
と
待
ち

望
ん
で
い
た
「
平
和
と
穏
や
か
さ
」
で
あ
る
と
確
信
し

ま
し
た
。
そ
し
て
紛
れ
も
な
く
御
霊
た
ち
が
私
た
ち
を

し
っ
か
り
と
お
守
り
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
改
め
て
感
じ

ま
し
た
。
見
え
な
い
力
こ
そ
私
た
ち
の
深
く
て
大
き
い

味
方
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
一
喜
一
憂
し
な
が
ら

も
少
し
ず
つ
よ
い
方
向
へ
と
進
む
よ
う
、
そ
し
て
難
あ

り
て
有
り
難
し
と
思
え
る
平
和
な
日
が
訪
れ
る
よ
う
願

わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

参
拝
の
方
々
の
様
子
を
拝
見
し
、
ど
う
か
今
年
こ
そ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
終
息
へ
と
向
か
う
よ
う
、
宮

司
を
は
じ
め
神
職
は
さ
ら
に
祈
り
を
厚
く
し
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
笑
顔
と
祈
り
は
、
必
ず
御
霊
、
大
神
様
に

届
き
ま
す
。
護
國
神
社
の
大
神
様
は
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、

も
っ
と
も
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
人
々
で
す
。
私
た
ち

が
暮
ら
す
こ
の
国
、
こ
の
大
分
で
生
を
受
け
生
き
て
い

た
人
々
で
す
。
姿
形
が
あ
り
こ
こ
で
暮
ら
し
て
い
た

人
々
で
し
た
。
で
す
か
ら
私
た
ち
の
喜
び
や
悲
し
み
を

真
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
く
だ
さ
る
、
今
は
尊
い
神
様

な
の
で
す
。

　
ご
奉
納

　
　
大
注
連
縄
の
藁

　
　
　
　 

杵
築
市
山
香
町
向
野
　
　
永
野
　
　
恵
　
様

　
　
大
注
連
縄
奉
製

　
　
　
　 

隊
友
会
様 

並
び
に 

東
原
老
人
会
様

　

令
和
四
年
の
新
春
に
あ
た
り
、
聖
寿
の
万
歳
と
御
霊

の
安
鎮
を
心
か
ら
祈
り
ま
す
。

　

昨
年
は
秋
篠
宮
家
の
眞
子
さ
ま
が
降
嫁
さ
れ
ま
し
た
。

行
く
末
の
ご
平
安
を
ひ
た
す
ら
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

昨
年
辛
丑
（
か
の
と
う
し
）
の
年
は
悪
疫
に
苛
ま
さ

れ
た
年
で
し
た
。
当
神
社
も
昨
年
一
昨
年
と
二
年
四
季

に
わ
た
り
、
春
秋
の
例
大
祭
が
不
規
則
な
斎
行
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。
ご
祭
神
に
も
ご
遺
族
崇
敬
者
の
皆

様
に
も
誠
に
申
し
訳
な
く
残
念
な
こ
と
で
し
た
。
今
年

も
引
き
続
き
辛
い
年
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
丑
の
着

実
な
歩
み
を
寅
が
受
け
継
ぎ
、
わ
ず
か
で
も
世
の
中
が

良
い
方
向
に
進
む
と
信
じ
ま
す
。

　

今
年
は
十
干
が
九
番
目
の
壬
（
み
つ
の
え
）、
十
二
支

が
三
番
目
の
寅
（
と
ら
）
で
す
の
で
、
干
支
は
壬
寅
（
み

つ
の
え
と
ら
）
で
す
。「
壬
」
は
陽
気
を
下
に
宿
す
さ
ま

を
表
し
、〈
は
ら
む
・
生
ま
れ
る
〉〈
荷
う
・
こ
と
に
当

た
る
〉
意
味
が
あ
り
、「
妊
」
や
「
任
」
に
通
じ
ま
す
。

「
寅
」
の
字
の
真
ん
中
部
分
は
人
が
向
か
い
合
っ
て
い
る

象
形
文
字
で
、〈
手
を
合
わ
せ
る
・
約
束
す
る
・
協
力
す

る
〉
を
表
し
ま
す
。
下
の
ハ
は
人
を
示
し
、〈
た
す
け

る
・
つ
つ
し
む
〉
と
い
う
意
味
が
生
じ
ま
す
。

　

志
を
同
じ
く
す
る
者
が
助
け
合
っ
て
物
事
は
発
達
し
、

人
間
は
向
上
し
ま
す
。
し
か
し
物
事
が
進
ん
で
い
る
時

に
往
々
に
し
て
失
敗
は
起
こ
る
も
の
で
す
。
順
調
の
影

の
慢
心
、
そ
の
戒
め
る
べ
き
も
の
を
古
代
農
耕
民
族
は

虎
で
表
し
、
時
代
と
と
も
に
寅
を
当
て
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ト
ラ
と
聞
く
と
何
か
威
勢
の
い
い
こ
と
と
感

じ
が
ち
で
す
が
、
寅
に
は
〈
お
そ
れ
つ
つ
し
む
〉
と
い

う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

　

壬
寅
は
、
新
し
い
こ
と
を
皆
で
助
け
合
い
な
が
ら
丁

寧
に
育
て
る
、
熟
考
し
自
分
を
律
し
な
が
ら
進
め
る
こ

と
の
大
切
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。
悪
疫
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
困
っ
た
と
き
は
お
互
い
さ
ま
の
当
た
り
前
の

心
を
改
め
て
大
事
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
霊
の
ご

加
護
と
私
た
ち
お
互
い
の
支
え
合
い
の
も
と
今
年
も
世

の
平
ら
ぎ
を
祈
り
ま
す
。

　
　

節
目
を
尊
ぶ
、
人
生
は　

旅
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令和四年   　新　年　号
S h o u e i z a n p o u

御
創
建
百
五
十
年　

終
戦
八
十
年

記
念
事
業
の
ご
案
内

　

十
二
月
の
護
國
神
社
は
来
る
年
に
向
け

て
重
畳
の
縁
起
物
の
建
立
お
披
露
目
や
、

一
年
間
の
清
め
祓
い
が
続
き
ま
す
。

　

十
二
月
一
日
に
は
「
虎
」
が
描
か
れ
た

大
絵
馬
の
除
幕
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

干
支
が
変
わ
る
ご
と
に
毎
年
大
絵
馬
の
大

き
な
干
支
の
絵
も
変
わ
り
ま
す
。
境
内
に

大
絵
馬
が
設
置
さ
れ
る
と
、
い
よ
い
よ
師

走
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
肌
身
で
感
じ
ま

す
。
今
年
の
虎
の
絵
は
誠
に
愛
く
る
し

く
、
参
拝
者
の
皆
さ
ん
に
一
年
間
の
安
堵

や
平
安
を
与
え
る
か
の
よ
う
な
姿
で
す
。

　

続
い
て
五
日
に
は
大
勢
の
方
た
ち
が
見

守
る
な
か
、
巨
大
な
大
破
魔
矢
と
大
熊
手

の
建
立
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
大
型
重

機
を
自
在
に
操
り
な
が
ら
徐
々
に
そ
の
姿

が
天
に
向
か
っ
て
そ
び
え
立
っ
て
い
く
様

子
、
息
を
呑
む
圧
巻
な
光
景
に
、
毎
年
な

が
ら
背
筋
が
伸
び
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

設
置
後
に
は
恒
例
の
仰
天
お
菓
子
ま
き
が

行
わ
れ
、
歓
声
と
景
気
づ
け
の
大
銅
鑼
の

音
が
境
内
い
っ
ぱ
い
に
響
き
渡
る
な
か
、

縁
起
物
の
大
熊
手
近
く
頭
上
高
く
に
あ
る

ク
レ
ー
ン
車
か
ら
大
量
に
ま
か
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
お
菓
子
。
建
立
を
祝
う
花
び
ら
が

舞
う
よ
う
な
お
菓
子
を
、
参
加
の
皆
さ
ん

は
ま
さ
し
く
神
様
か
ら
の
お
下
が
り
の
よ

う
に
い
た
だ
か
れ
て
ま
し
た
。
天
恵
を
授

か
ろ
う
と
す
る
老
若
男
女
の
姿
は
除
災
招

福
を
ひ
た
す
ら
願
う
も
の
で
し
た
。

　

十
九
日
に
は
冬
至
の
大
祓
式
、
三
十
一

日
に
は
年
越
の
大
祓
式
が
そ
れ
ぞ
れ
執
り

行
わ
れ
、
今
年
一
年
間
の
大
難
小
難
を
参

列
者
が
祓
い
清
め
て
い
ま
し
た
。
冬
至
が

一
陽
来
復
と
い
う
お
め
で
た
い
言
葉
で
示

す
よ
う
に
、
弱
ま
っ
て
い
た
太
陽
の
力
が

こ
の
日
を
境
に
徐
々
に
回
復
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
、
自
身
の
運
気
の
上
昇
を
願

う
私
た
ち
に
と
っ
て
は
大
変
意
味
の
深
い

一
日
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
一
年
間
の

締
め
く
く
り
大
晦
日
の
夕
刻
に
執
り
行
わ

れ
る
年
越
の
大
祓
式
も
ま
た
、
大
き
な
け

じ
め
の
お
祭
り
と
し
て
、
古
く
か
ら
宮
中

を
は
じ
め
多
く
の
人
々
に
ま
で
大
切
に
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

護
國
神
社
で
は
夏
に
行
う
夏
越
大
祓
式

は
水
の
祓
え
、
そ
し
て
十
二
月
の
大
祓
式

は
火
の
祓
え
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
水
と
火
は
相
反
す
る
も
の
な
が
ら
、

ど
ち
ら
も
私
た
ち
の
命
に
は
な
く
て
は
な

ら
な
い
大
切
な
存
在
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

季
節
と
日
本
の
風
土
に
合
っ
た
有
り
難
い

行
事
に
参
拝
さ
れ
る
皆
さ
ん
か
ら
崇
敬
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

二
十
五
日
は
御
煤
払
祭
と
大
注
連
縄
づ

く
り
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
年
間
の
さ
ま

ざ
ま
な
汚
れ
、
特
に
近
年
は
大
気
汚
染
も

影
響
し
て
年
ご
と
に
汚
れ
が
顕
著
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
御
霊
た
ち
が
鎮
ま
る
本

殿
を
は
じ
め
神
門
な
ど
神
職
と
仕
女
一
同

が
手
に
す
る
斎
竹
で
清
め
ま
し
た
。
同
日

の
朝
か
ら
有
志
の
方
々
の
手
に
よ
っ
て
大

注
連
縄
づ
く
り
が
行
わ
れ
、
午
後
に
は
真

新
し
い
大
注
連
縄
が
本
殿
に
架
け
替
え
ら

れ
ま
し
た
。

　

い
よ
い
よ
間
も
な
く
新
し
い
年
明
け
を

感
じ
る
ひ
と
月
。
護
國
神
社
の
年
末
の
多

彩
な
行
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

12/1

12/5

12/19
12/31

12/25

　

大
分
縣
護
國
神
社
は
明
治
八
年
十
月
十
八

日
に
御
創
建
。
令
和
七
年
に
は
御
創
建
百
五

十
年
を
迎
え
ま
す
。

　

遡
る
こ
と
蛤
御
門
の
変
、
佐
賀
の
乱
、
西

南
の
役
、
先
の
大
戦
を
含
め
戦
死
さ
れ
た
大

分
県
縁
故
の
御
霊
四
万
四
千
四
百
余
柱
が
鎮

ま
る
大
分
県
の
総
守
護
の
神
社
と
し
て
、
ま

た
大
分
県
民
の
心
の
ふ
る
さ
と
の
御
社
と
し

て
、
御
創
建
以
来
長
く
親
し
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
当
社
に
と
っ
て
御
創
建
百
五
十
年
の

記
念
の
年
は
、
終
戦
か
ら
八
十
年
を
迎
え
る

大
き
な
節
目
の
年
に
も
な
り
ま
す
。
大
東
亜

戦
争
に
お
い
て
日
本
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た

御
霊
た
ち
の
尊
い
命
の
礎
が
あ
れ
ば
こ
そ
の

現
代
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
で
す
。
当
社
が

迎
え
る
歴
史
の
節
目
と
、
日
本
の
国
に
と
っ

て
意
義
深
い
節
目
が
、
令
和
七
年
で
重
な
り

合
う
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
ふ
た
つ
の
歴

史
の
点
が
ひ
と
つ
に
結
ば
れ
て
い
る
不
思
議

さ
を
改
め
て
感
じ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
こ
の
大
き
な
記
念
に
、
後
世
ま

で
残
る
記
念
事
業
と
し
て
、
新
た
に
参
拝
者

の
休
憩
所
の
建
設
を
は
じ
め
、
参
道
の
整
備

を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

日
頃
よ
り
当
社
に
格
別
の
ご
崇
敬
を
賜
っ

て
お
り
ま
す
ご
遺
族
、
崇
敬
者
各
位
を
は
じ

め
各
企
業
や
団
体
に
は
、
後
日
改
め
ま
し
て

趣
意
書
に
て
記
念
事
業
の
詳
細
や
ご
奉
賛
方

法
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　

本
事
業
の
趣
旨
を
ご
賢
察
賜
わ
り
ま
し
て
、

何
と
ぞ
ご
高
配
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

■
募
金
目
標

　
一
億
円

■
記
念
事
業

　
一
、
参
拝
者
休
憩
所
新
築

　
一
、
参
道
石
畳
敷
設
お
よ
び
石
造
玉
垣
設
置

　
一
、
第
一
駐
車
場
整
備
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山
に
思
う 

「扇  山」
宮司　八坂　秀史

お お ぎ や ま

　

当
神
社
展
望
台
か
ら
は
別
府
湾
を
グ
ル
リ
と
囲
む
山
群

が
見
え
る
。
手
前
か
ら
猿
棲
む
高
崎
山
、
志
高
湖
横
の
小

鹿
山
、
山
群
の
中
心
た
る
由
布
鶴
見
の
峰
、
台
形
の
内
山
、

ザ
ビ
エ
ル
の
伝
説
残
る
鹿
鳴
越
連
山
、
国
東
半
島
の
盟
主

両
子
山
な
ど
だ
。
五
年
前
熊
本
地
震
の
爪
痕
残
る
内
山
の

手
前
に
は
山
頂
か
ら
扇
を
逆
さ
ま
に
拡
げ
た
よ
う
な
き
れ

い
な
草
原
が
ひ
と
き
わ
目
に
付
く
。
正
式
に
は
大
平
山
（
お

お
ひ
ら
や
ま
）
だ
が
地
元
で
は
扇
山
と
呼
ば
れ
る
。
毎
年

春
先
に
は
山
全
体
の
野
焼
き
が
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
樹
木

は
育
た
ず
四
季
を
通
じ
て
き
れ
い
な
草
原
が
保
た
れ
て
い

る
。
別
府
の
夜
空
を
焦
が
す
こ
の
壮
大
で
幻
想
的
な
火
祭

り
は
、
冬
の
間
扇
山
で
休
ん
で
い
る
温
泉
の
神
々
に
春
を

告
げ
る
意
味
も
あ
る
。
本
稿
「
山
歩
記
」
の
記
念
す
べ
き
？

第
一
話
は
こ
の
扇
山
の
野
焼
き
を
認
め
た
。
改
め
て
標
高

八
一
五
Ｍ
の
山
頂
を
目
指
し
た
。

　

山
裾
左
手
、
自
衛
隊
別
府
駐
屯
地
近
く
の
雑
木
林
か
ら

入
山
。
こ
こ
か
ら
の
標
高
差
は
約
五
百
Ｍ
。
幅
十
Ｍ
の
防

火
帯
を
進
む
。
頂
上
あ
た
り
が
見
え
る
が
ゴ
ー
ル
が
見
え

る
登
山
も
分
り
易
い
よ
う
な
味
気
な
い
よ
う
な
。
空
は
ど

ん
よ
り
空
気
は
シ
ン
と
冷
た
い
。
ガ
ス
が
薄
く
漂
う
中
と

に
か
く
ず
っ
と
登
り
が
続
き
、
標
高
六
百
Ｍ
を
越
え
る
と

傾
斜
が
急
に
き
つ
く
な
る
。
二
、
三
歩
で
一
Ｍ
は
上
が
る

感
じ
だ
。
気
温
は
低
い
が
汗
が
噴
き
出
す
。
肩
で
息
し
な

が
ら
道
が
や
や
緩
や
か
に
な
っ
た
頃
、
出
発
し
て
九
十
分

で
登
頂
。
無
数
の
湯
け
む
り
が
立
ち
昇
る
麓
の
向
こ
う
に

別
府
湾
が
入
り
込
み
、
そ
の
先
に
国
東
半
島
が
ボ
ン
ヤ
リ

ひ
ろ
が
る
。
山
頂
を
越
え
背
後
の
内
山
に
続
く
石
楠
花
尾

根
へ
と
下
る
。
内
山
と
の
分
岐
ま
で
は
数
分
、
右
手
明
礬

方
向
に
下
る
。
や
が
て
足
元
は
舗
装
路
と
な
り
秘
湯
な
の

に
み
ん
な
が
知
っ
て
る
ヘ
ビ
ん
湯
に
い
た
る
。
浸
か
る
つ

も
り
が
若
人
で
溢
れ
て
い
た
の
で
や
り
過
ご
す
。

　

恵
美
寿
神
社
に
参
り
案
内
通
り
に
進
ん
だ
は
ず
が
道
は

消
え
、
カ
ン
で
草
原
進
ん
だ
ら
ひ
ょ
っ
こ
り
ゴ
ル
フ
場
に
。

驚
く
プ
レ
イ
ヤ
ー
し
り
目
に
な
ん
と
か
道
に
合
流
。
山
麓

の
慰
霊
塔
と
亀
に
乗
っ
た
観
音
様
を
拝
み
（
何
故
こ
こ

に
？
）
無
事
出
発
地
点
に
戻
っ
た
。
遠
く
か
ら
見
え
る
広

大
な
三
角
形
の
草
原
を
左
の
角
か
ら
時
計
回
り
に
ほ
ぼ
グ

ル
っ
と
一
周
し
た
わ
け
だ
。
途
中
難
所
ら
し
き
所
も
あ
っ

た
が
距
離
も
時
間
も
軽
登
山
、
毎
日
登
る
人
が
い
る
の
も

う
な
ず
け
る
。
知
人
も
曰
く
、
平
地
歩
い
て
体
力
つ
く
か
、

扇
山
ぐ
ら
い
毎
日
登
ら
に
ゃ
！
と
（
あ
く
ま
で
も
個
人
の

感
想
で
す
）。

　

と
こ
ろ
で
、
登
る
途
中
一
番
き
つ
い
あ
た
り
で
由
緒
あ

る
モ
ノ
を
見
つ
け
た
。
防
火
帯
と
の
境
界
杭
だ
と
思
っ
た

ら
、「
陸
軍
所
轄
地
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
後
日
調
べ
る
と

昭
和
三
十
二
年
別
府
駐
屯
地
開
設
以
前
、
扇
山
一
帯
は
旧

軍
の
演
習
場
だ
っ
た
ら
し
い
。
二
本
あ
っ
た
が
一
体
何
十

年
前
の
も
の
か
。
か
っ
て
の
軍
人
た
ち
も
こ
の
急
斜
面
で

過
酷
な
訓
練
に
臨
ん
だ
の
だ
ろ
う
、
御
国
の
為
に
血
涙
を

か
み
つ
つ
！

　

遠
目
に
は
優
美
な
草
原
も
兵
士
た
ち
の
汗
と
悲
哀
が
し

み
込
ん
で
い
た
の
か
。
昔
日
の
つ
わ
も
の
た
ち
を
偲
び
、

眼
下
の
湯
け
む
り
と
穏
や
か
な
海
に
今
の
世
を
あ
り
が
た

く
思
っ
た
。

権禰宜　海野　眞

　

Ｄ
Ｘ（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
）
と
言
う
言
葉
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
平
成
十
六
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
大

学
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
「
デ

ジ
タ
ル
技
術
を
浸
透
さ
せ
る
事
で
、
人
々
の

生
活
を
よ
り
良
い
も
の
へ
と
変
革
す
る
」
と

い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
け
れ
ど
こ
の
概
念
は

「
同
時
に
既
存
の
価
値
観
や
枠
組
み
を
根
底
か

ら
覆
す
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
日

本
は
こ
の
変
革
の
大
波
に
呑
み
込
ま
れ
、
日

常
の
様
々
な
場
面
で
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
つ

つ
あ
る
。
そ
の
中
で
、
神
社
界
も
氏
子
崇
敬

者
と
の
関
係
を
模
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

　

例
え
ば
神
符
守
札
の
授
与
に
つ
い
て
は
「
人

民
の
請
求
に
応
じ
、
氏
子
崇
敬
者
に
授
与
す

る
事
」
で
あ
り
、
社
頭
授
与
が
原
則
で
あ
る
。

だ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
御
守
や

御
札
の
授
与
を
し
て
い
る
社
寺
も
少
な
く
な

い
。
遠
方
に
い
る
方
、
体
の
不
自
由
な
方
等
、

様
々
な
理
由
で
社
頭
ま
で
出
向
け
な
く
と
も

神
符
守
札
を
受
け
た
い
、
と
申
し
出
る
方
々

の
思
い
を
掬
い
上
げ
る
方
法
で
あ
る
の
は
間

違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
通
販
商

品
と
同
じ
様
な
気
持
ち
で
頼
ん
で
い
る
方
も

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
、
信
仰
と
は

そ
の
様
な
も
の
で
は
な
い
で
す
よ
、
と
一
言

申
し
添
え
た
く
も
な
っ
て
し
ま
う
。

　

ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
に
よ
り
、
お

賽
銭
が
現
金
で
な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済
で
お
賽
銭
や
お
布
施
を
受

け
付
け
る
寺
院
が
す
で
に
ア
ジ
ア
各
地
に
多

く
あ
る
と
聞
く
。
日
本
の
一
部
の
社
寺
で
も

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
が
進
ん
で
い
る
様
だ
。

自
ら
の
手
で
お
賽
銭
を
賽
銭
箱
に
入
れ
、
厳

か
な
気
持
ち
で
参
拝
す
る
の
が
従
来
で
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
ピ
ッ
と

か
ざ
す
こ
と
も
同
じ
事
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

理
屈
で
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
小
職
の
心
の

中
で
は
正
直
ま
だ
整
理
が
付
か
ず
、
考
え
続

け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

自
分
自
身
新
し
い
技
術
に
苦
手
意
識
は
あ
る

も
の
の
、
ゆ
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
し

か
も
元
に
水
に
あ
ら
ず
、
と
の
言
葉
の
様
に
、

日
々
変
わ
り
ゆ
く
デ
ジ
タ
ル
化
の
流
れ
を
追

い
つ
つ
、
崇
敬
者
と
の
直
接
の
関
わ
り
を
こ

れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
強
く

願
っ
て
い
る
。

　新型コロナウイルス蔓延防止を鑑み
て、護國神社では本来のお正月の初詣
期間を幅のあるものとして参拝の皆さ
んに心安くお参りいただくことにして
おります。
　皆さんのご理解とご協力のもと、三
密の分散化によって、より安全に、そ
してより心静かにお参りいただければ
と願っております。
　神様の御心は広大無比です。皆さん
がお参りをなさりたい時こそが、神様
がお招きくださった参拝の日、神様と
の結縁の日に当たります。ご利益が弥
増すとされている黄道吉日となります。
　正月三が日の元来の初詣にとらわれ
ることなくお越しくださるようご案内
とお願いをいたします。3月までの初詣

期間には水仙や豊後梅が咲き、山桜に
も出会えます。移ろう自然の織りなし
のなかで、常とは異なりながらも初詣
の有り難い神恩をお受けください。
　破魔矢などのお正月の縁起物をはじ
め、お守りなども初詣同様にお授けい
たします。

初詣：令和4年3月21日春分の日まで


