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人は生年月日により、丸つの星「九星」（①一白水星から⑨九紫火星）に分けられ、運勢
を考える基本となっています。
厄年とは異なり自身の星が中央（八方塞がり）・北（北門）・東北（鬼門）・南西（裏鬼門）
に当たる年は運気が下がりやすく、災いが身に降りかかりやすくなるといわれています。
来年の星回りが悪い方は星祭をして、１年の除災招福をお祈り致しましょう。

※数え年

八方塞がり
五黄土星

鬼門

八白土星

北門

一白水星

裏鬼門

二黒土星
昭和  ７  年生　91歳

昭和16年生　82歳

昭和25年生　73歳

昭和34年生　64歳

昭和43年生　55歳

昭和52年生　46歳

昭和61年生　37歳

平成  ７  年生　28歳

平成16年生　19歳

平成25年生　10歳

令和  ４  年生　１  歳

昭和  ４  年生　94歳

昭和13年生　85歳

昭和22年生　76歳

昭和31年生　67歳

昭和40年生　58歳

昭和49年生　49歳

昭和58年生　40歳

平成  ４  年生　31歳

平成13年生　22歳

平成22年生　13歳

昭和  ２  年生　96歳

昭和11年生　87歳

昭和20年生　78歳

昭和29年生　69歳

昭和38年生　60歳

昭和47年生　51歳

昭和56年生　42歳

平成  ２  年生　33歳

平成11年生　24歳

平成20年生　15歳

平成29年生　６  歳

昭和10年生　88歳

昭和19年生　79歳

昭和28年生　70歳

昭和37年生　61歳

昭和46年生　52歳

昭和55年生　43歳

平成10年生　25歳

平成19年生　16歳

平成28年生　７  歳

はっ ぽう ふさ

平成31年生
令和元年生 ４  歳

昭和64年生
令和元年生 34歳

大正15年生
昭和元年生 97歳

星祭・厄年・年祝 のご案内令和4年

数え年 生まれ年 干　支

十 三 詣

還  　暦

古  　希

喜  　寿

傘  　寿

米 　 寿

卒  　寿

白 　 寿

百 　 寿

小厄（九越）

13

49

61

70

77

80

88

90

99

100

平成 22年

昭和 49 年

昭和37年

昭和28 年

昭和21年

昭和18 年

昭和10 年

昭和 ８ 年

大正13 年

大正12年

寅（とら）

寅（とら）

寅（とら）

巳（へび）

戌（いぬ）

未（ひつじ）

亥（いのしし）

酉（とり）

子（ねずみ）

亥（いのしし）

女

男

女

男

女

男

前　厄

本　厄

後　厄

性別 数え年 生まれ年
18
32
36
24
41
60
19
33
37
25
42
61
20
34
38
26
43
62

平成17年
平成 ３ 年
昭和 62年
平成11年
昭和 57年
昭和 38 年
平成16 年
平成 2 年
昭和 61年
平成10 年
昭和 56 年
昭和 37年
平成15 年

昭和 60 年
平成 ９ 年
昭和 55 年
昭和 36 年

昭和 64 年
平成   元年

厄 年厄 年

星 祭星 祭

運を開き、福を招く

「節目を尊ぶ、人生は旅」「節目を尊ぶ、人生は旅」
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令和三年   秋季例大祭号
S h o u e i z a n p o u

令
和
三
年 

秋
季
例
大
祭
を
終
え
て

大
分
縣
護
國
神
社
宮
司

八
坂
秀
史

　

世
に
は
び
こ
る
悪
疫
の
た
め
ご
参
拝
の
方
々
の
数
を

制
限
し
て
の
誠
に
心
苦
し
い
秋
季
例
大
祭
で
し
た
が
、

ご
来
賓
ご
遺
族
の
ご
参
列
、
ご
奉
仕
の
方
々
の
お
力
添

え
に
よ
り
無
事
に
斎
了
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
方
の
至
誠
の
も
と
、
御
霊

た
ち
の
安
鎮
を
懇
ろ
に
祈
念
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。

　

国
政
で
は
新
総
理
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
国
の
内
外

で
間
違
い
の
な
い
政
（
ま
つ
り
ご
と
）
を
執
っ
て
ほ
し

い
と
切
に
願
い
ま
す
。
あ
る
候
補
者
は
出
馬
会
見
で
、

国
の
使
命
は
「
国
民
の
生
命
と
財
産
」「
領
土
・
領
海
・

領
空
・
資
源
」「
国
家
の
主
権
と
名
誉
」
を
守
り
抜
く
こ

と
「
そ
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
自
分
の
す
べ
て
を
か

け
て
働
く
」
と
宣
言
し
ま
し
た
。
国
護
る
そ
の
決
意
は

一
国
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
当
然
で
す
し
立
派
な
覚
悟
で

す
。
折
し
も
本
年
は
先
の
大
戦
開
戦
八
十
年
の
節
目
の

年
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
開
戰
の
詔
勅
」
で
昭
和
天
皇
は

こ
の
戦
の
目
的
は
、
自
存
自
衛
の
為
と
明
確
に
仰
っ
て

い
ま
す
。
御
霊
た
ち
は
今
と
は
次
元
の
異
な
る
厳
し
く

巨
大
な
国
難
に
立
ち
向
か
わ
れ
、
戦
死
さ
れ
た
の
で
す
。

　

い
ま
時
が
経
て
、
そ
の
御
霊
が
心
な
ご
み
安
ら
ぐ
道

は
何
で
し
ょ
う
か
。
国
の
平
和
と
ご
遺
族
の
お
幸
せ
は

申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
御
霊
が
日
本

の
存
在
を
護
っ
て
く
れ
た
よ
う
に
、
い
ま
を
生
き
る
日

本
人
が
国
の
た
め
精
を
出
す
こ
と
で
す
。
御
霊
の
心
を

己
の
心
と
し
て
汗
を
流
す
姿
に
御
霊
は
き
っ
と
安
ら
い

で
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
。
御
霊
を
偲
び
、
国
の
平
和
を

祈
り
、
自
分
も
精
を
出
す
。
春
秋
の
例
大
祭
や
命
日
祭

が
こ
の
思
い
を
新
た
に
す
る
場
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願

い
ま
す
。

　

流
行
り
病
が
一
進
一
退
す
る
な
か
冬
が
巡
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
来
春
、
桜
花
の
も
と
皆
様
方
の
お
元
気
な
お

姿
を
御
霊
が
ご
覧
に
な
り
、
よ
り
安
ら
い
で
く
だ
さ
る

よ
う
祈
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
世
の
中
が
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
美

し
い
秋
空
。
そ
れ
は
一
昨
年
ま
で
変
わ
ら
ず
に
行
わ
れ
て
い
た
十
月
九

日
の
そ
の
日
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
錯
覚
す
る
よ
う
な
穏
や
か
な
秋

日
和
の
な
か
で
の
令
和
三
年
の
秋
季
例
大
祭
に
な
り
ま
し
た
。

　

神
社
本
庁
か
ら
の
お
遣
い
で
あ
る
献
幣
使
と
し
て
大
分
県
神
社
庁
長

神
日
出
男
様
を
お
迎
え
し
、
当
神
社
役
員
総
代
を
は
じ
め
、
県
下
各
界

の
代
表
の
方
々
、
そ
し
て
ご
遺
族
崇
敬
者
の
方
々
に
ご
参
列
い
た
だ
き
、

滞
り
な
く
大
祭
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

大
分
縣
護
國
神
社
の
奥
深
く
に
お
鎮
ま
り
の
四
万
四
千
四
百
五
十
八

柱
の
御
霊
た
ち
は
、
今
の
日
本
や
世
界
の
国
々
を
ご
覧
に
な
っ
て
ど
の

よ
う
に
感
じ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
人
々
を
恐
怖
に
陥
れ
、
世
の

中
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
コ
ロ
ナ
感
染
症
。
こ
の
よ
う
な
流
行
り
病
で
大

切
な
命
を
落
と
し
た
人
々
の
無
念
さ
は
如
何
ば
か
り
か
と
思
い
ま
す
。

ま
さ
し
く
自
然
界
と
人
間
の
綾
が
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
第
三
次
世
界

大
戦
で
あ
る
と
専
門
家
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
は
罪

な
き
人
を
も
犠
牲
に
す
る
大
き
な
災
害
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
恐
ろ

し
い
人
智
を
超
え
た
領
域
に
人
類
は
立
た
さ
れ
て
い
る
思
い
が
し
ま
す
。

大
東
亜
戦
争
で
尊
い
命
を
犠
牲
に
し
て
こ
の
国
を
護
っ
て
く
だ
さ
っ
た

御
霊
た
ち
。
我
が
身
我
が
命
と
引
き
換
え
に
し
て
日
本
の
平
和
を
保
障

で
き
た
と
安
堵
さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
に
。
現
在
の
状
況
を
さ
ぞ
か
し

口
惜
し
く
思
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
、
こ
の
よ
う
な
世
の
中
に
お
い
て
日
本
人
と
し
て
い
か
に
正
し
く

生
き
る
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
の
精
神
と
は

を
、
教
え
る
人
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
現
実
と
し
て
立
ち

は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
七
十
六
年
を
経
て
、
戦
争
を
目
の
当
た
り

に
し
て
戦
禍
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
人
た
ち
と
同
様
に
、
御
霊
の
深

い
思
い
や
声
な
き
声
や
ひ
と
つ
ひ
と
つ
遺
し
た
言
葉
を
伝
え
る
人
た
ち
、

戦
争
の
語
り
部
た
ち
が
徐
々
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
長
い
時

間
の
流
れ
や
速
さ
の
な
か
で
の
自
然
淘
汰
に
近
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

御
霊
を
お
祀
り
し
て
い
る
大
分
縣
護
國
神
社
に
は
、
言
霊
記
念
館
の
展

示
を
は
じ
め
、
戦
争
の
証
が
貴
重
な
資
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
歴
史
の
一
端
と
と
も
に
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
場
所
で
も
あ

り
ま
す
。
現
在
の
こ
の
よ
う
な
苦
難
の
時
こ
そ
、
過
去
を
振
り
返
り
今

を
感
謝
を
し
、
そ
し
て
未
来
に
力
強
く
立
ち
向
か
う
努
力
や
、
正
し
い

思
慮
と
は
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
「
気
づ
き
の
神
社
」
と
し
て
あ
る
の

で
す
。

　

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
で
の
祭
典
は
、
ご
参
列
い
た
だ
い
た
方
々

に
は
ご
不
自
由
を
、
そ
し
て
ご
参
列
い
た
だ
け
な
か
っ
た
方
々
に
は
ま

こ
と
に
心
苦
し
い
ば
か
り
で
し
た
。
御
霊
た
ち
も
さ
ぞ
か
し
ご
遺
族
に

会
い
た
い
だ
ろ
う
に
と
思
う
と
胸
に
込
み
上
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

御
霊
へ
の
お
慰
め
は
も
ち
ろ
ん
、
国
の
平
和
と
国
民
、
大
分
県
民
の
幸

せ
、
そ
し
て
各
ご
家
庭
で
英
霊
を
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
ご
遺
族
、
ま
た

日
頃
よ
り
護
國
神
社
に
お
心
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
い
る
崇
敬
者
の

方
々
の
日
々
の
暮
ら
し
が
穏
や
か
で
あ
る
よ
う
に
と
ご
祈
念
し
、
さ
ら

に
コ
ロ
ナ
禍
が
一
日
も
早
く
終
息
す
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
御
霊
に
捧

げ
た
秋
季
例
大
祭
で
し
た
。
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「
愛
、世
界
平
和
の
奉
納
揮
毫
」

九
月
二
十
一
日
　
国
際
平
和
デ
ー

　

全
国
四
十
七
社
の
護
國
神
社
に
て
、
和
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
主
催
に
よ
る
世
界
平
和

を
願
う
行
事
が
一
斉
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
分
縣
護
國
神
社
で
は
国
内
を
は
じ
め
、
世
界

的
に
活
躍
し
て
い
る
大
分
市
在
住
の
書
家
・
松
本

重
幸
氏
に
よ
る
、「
以
和
為
貴
」「
国
家
安
泰
」「
和

敬
清
寂
」
の
三
種
の
言
葉
が
、
墨
跡
も
鮮
や
か
に

一
気
呵
成
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
い

ず
れ
も
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に

意
義
の
あ
る
、
静
か
に
し
て
力
が
み
な
ぎ
っ
て
く

る
よ
う
な
四
字
熟
語
、
言
葉
で
し
た
。

　

聖
徳
太
子
が
定
め
た
十
七
条
の
憲
法
第
一
条
冒
頭

の
言
葉
「
以
和
為
貴
」。
有
名
な
「
和
を
以
っ
て
貴

し
と
為
す
」
の
「
和
」
は
、
や
わ
ら
ぎ
と
も
解
さ
れ

て
い
ま
す
。
協
和
や
協
調
を
重
ん
じ
る
内
容
で
す
。

　

今
年
の
夏
に
行
わ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
っ
た
「
多

様
性
と
調
和
」。
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
さ

ま
ざ
ま
な
紆
余
曲
折
を
経
た
開
催
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
日
本
だ
か
ら
無
事
に
行
わ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
世
界
中
か
ら
称
賛
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
は
日
本
人
の
美
し
い
精
神
で
あ
る
「
調
和
」
が

息
づ
き
、「
多
様
性
」
を
存
分
に
活
か
し
た
結
果
と

し
て
、
穏
や
か
に
や
り
遂
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
世
界
平
和
デ
ー
で
揮
毫
さ
れ
た
「
以
和

為
貴
」
の
四
文
字
。
千
年
以
上
の
時
を
経
て
聖
徳

太
子
が
説
い
た
言
葉
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を

通
し
て
脈
々
と
我
々
現
代
人
の
心
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
こ
と
を
改
め
て
深
く
感
じ
ま
し
た
。
世
界

的
な
大
き
な
競
技
大
会
を
体
験
し
て
、
日
本
人
の

底
力
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
奥
深
さ
の
再
発
見

が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

コ
ロ
ナ
感
染
が
一
日
も
早
く
終
息
し
、
国
民
等

し
く
活
力
や
希
望
を
持
て
る
暮
ら
し
が
戻
り
、
国

が
富
み
栄
え
ま
す
よ
う
に
、
そ
し
て
隣
国
か
ら
の

さ
ま
ざ
ま
な
暴
挙
か
ら
日
本
を
護
れ
ま
す
よ
う
に
、

英
霊
た
ち
に
お
護
り
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
と
の

願
い
を
込
め
た
「
国
家
安
泰
」。

　

そ
し
て
、
茶
道
の
心
得
を
示
す
標
語
の
「
和
敬

清
寂
」。
主
人
と
賓
客
が
お
互
い
の
心
を
和
ら
げ
て

謹
み
敬
い
、
茶
室
の
備
品
や
茶
会
の
雰
囲
気
を
清

浄
に
す
る
こ
と
と
い
う
意
で
す
。
千
利
休
の
定
め

た
「
和
」、「
敬
」、「
清
」、「
寂
」
を
表
す
「
四
規
」

と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た

日
本
人
の
得
意
と
す
る
「
お
も
て
な
し
の
心
」
の

根
本
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

先
人
が
私
た
ち
に
残
し
た
数
々
の
言
葉
は
、
そ

の
時
代
の
人
々
に
求
め
ら
れ
た
大
き
な
指
針
で

あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
時
を
経
て
も
な

お
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の

暮
ら
し
の
随
所
に
さ
ら
に
役
立
ち
続
け
て
い
る
貴

重
な
訓
え
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
気
づ
く
こ
と

が
で
き
た
松
本
重
幸
氏
の
奉
納
揮
毫
で
し
た
。

　

九
月
二
十
一
日
に
皇
居
内
の
水
田
に
お
い
て
天
皇
陛
下

御
自
ら
稲
刈
り
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
稲
作
の
行
事
は
農

業
奨
励
の
た
め
に
と
昭
和
天
皇
が
始
め
ら
れ
、
上
皇
陛
下

を
経
て
代
々
天
皇
陛
下
が
行
っ
て
い
る
大
変
有
り
難
い
行

事
で
す
。

　

今
年
刈
り
取
ら
れ
た
品
種
は
、
う
る
ち
米
の
「
ニ
ホ
ン

マ
サ
リ
」
と
も
ち
米
の
「
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ
」
の
二
種
類
。

丁
寧
に
二
十
株
ほ
ど
の
稲
に
鎌
を
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
赤

坂
御
所
か
ら
内
装
を
終
え
た
皇
居
の
御
所
に
御
一
家
で

引
っ
越
し
を
さ
れ
た
翌
日
の
こ
と
で
し
た
。
新
し
い
生
活

を
始
め
ら
れ
、
そ
れ
を
嘉
み
な
さ
る
か
の
よ
う
に
、
収
穫

の
感
謝
と
い
よ
い
よ
国
民
の
平
安
へ
の
思
い
を
篤
く
さ
れ

て
の
出
御
で
あ
っ
た
こ
と
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

　

陛
下
は
四
月
に
種
も
み
を
撒
き
、
五
月
二
十
六
日
に
お

田
植
え
を
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の
人
た
ち
は
農
家
ま
か
せ

で
あ
る
お
米
を
、
手
ず
か
ら
育
て
ら
れ
て
収
穫
さ
れ
て
い

る
お
姿
に
、
畏
れ
多
く
も
日
本
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
お
示

し
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
お
米
は
古
く

か
ら
我
が
国
と
日
本
人
の
宝
で
あ
り
、
ま
た
日
本
を
指
し

て
瑞
穂
の
国
と
言
わ
る
ほ
ど
神
代
よ
り
貴
重
な
穀
物
と
し

て
続
い
て
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
命
、
そ
の
も
の
で
す
。

　

稲
作
の
起
源
に
つ
い
て
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
、
ニ

ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
天
上
界
か
ら
地
上
に
降
り
る
（
天
孫
降

臨
）
に
際
し
、
天
皇
陛
下
の
大
御
祖
で
あ
る
天
照
大
神
が

稲
穂
を
授
け
た
こ
と
を
起
源
と
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
皇
陛
下
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
稲
作
、
お
米
と
の
つ
な

が
り
に
は
、
遥
か
長
い
歴
史
が
あ
り
、
そ
れ
を
日
本
人
が

享
受
し
長
く
命
の
源
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
稲
作
か
ら
派
生
し
て
生
ま
れ
た
日
本
の
伝
統
文
化
や

食
文
化
、
作
法
な
ど
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
、
そ
の

第
一
が
神
様
へ
の
捧
げ
物
、
神
饌
で
す
。

　

陛
下
が
お
田
植
え
さ
れ
、
こ
の
秋
に
収
穫
さ
れ
た
お
米

は
新
穀
と
し
て
、
ま
も
な
く
宮
中
三
殿
で
行
わ
れ
る
ご
親

祭
で
あ
る
新
嘗
祭
で
お
供
え
し
て
、
天
神
地
祇
（
て
ん
し

ん
ち
ぎ
）
に
陛
下
御
自
ら
感
謝
の
奉
告
を
さ
れ
ま
す
。
ま

た
同
じ
よ
う
に
伊
勢
の
神
宮
に
奉
納
さ
れ
、
勅
使
を
遣
わ

し
て
国
民
の
平
和
と
安
寧
を
祈
念
さ
れ
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
も
今
年
の
新
穀

を
口
に
し
て
天
皇
陛
下
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
麗
し
い
日
本
。

そ
し
て
他
国
に
は
な
い
素
晴
ら
し
い
日
本
の
歴
史
や
古
人

（
い
に
し
え
び
と
）
を
思
い
、
日
本
人
の
矜
持
を
呼
び
覚

ま
し
な
が
ら
、
皇
室
の
弥
栄
、
日
々
の
暮
ら
し
へ
の
感
謝

に
思
い
を
致
し
、
常
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
神
様

へ
の
祈
り
を
、
心
を
込
め
て
捧
げ
た
い
も
の
で
す
。

天
皇
陛
下
、
皇
居
に
て
稲
刈
り
を
さ
れ
る

撮影／波多野雄治氏　撮影場所／別府市天間
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山
に
思
う 

「飯盛ケ城」
宮司　八坂　秀史

イ モ リ ガ ジ ョ ウ

　

私
は
し
き
り
に
由
布
山
に
誘
う
が
不
安
な
家
内
は
そ
の

ふ
も
と
の
低
い
山
が
い
い
と
言
い
張
る
。（…

や
む
な
く
策

を
練
る
こ
と
に…

）。
昔
々
イ
モ
リ
の
王
様
が
い
た
と
云
う

そ
の
イ
モ
リ
ガ
ジ
ョ
ウ
（
一
〇
六
七
Ｍ
）
は
山
頂
か
ら
南

に
長
〜
く
延
び
る
草
地
の
裾
野
が
麗
し
い
。
秋
晴
れ
の
も

と
雄
大
な
由
布
山
を
見
上
げ
登
山
開
始
。
草
原
を
進
み
雑

木
林
を
抜
け
五
〇
分
で
合
野
越
に
至
る
。
す
で
に
バ
テ
ぎ

み
の
家
内
の
た
め
小
休
止
。
水
場
も
近
い
こ
こ
で
は
高
校

の
頃
よ
く
キ
ャ
ン
プ
を
し
た
。

　

さ
て
出
発
（
こ
こ
で
マ
ル
秘
作
戦
に
）。
家
内
の
気
を
引

き
つ
け
な
が
ら
右
の
由
布
山
登
山
道
へ
サ
サ
ッ
と
進
む
。

赤
松
の
林
を
抜
け
何
回
か
ジ
グ
ザ
グ
す
る
と
や
が
て
標
高

は
一
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
。
木
々
の
間
か
ら
見
え
隠

れ
す
る
真
横
の
き
れ
い
な
山
を
チ
ラ
チ
ラ
見
て
家
内
は
何

か
言
っ
て
い
る
が
黙
々
と
歩
く
。
ま
す
ま
す
眺
望
が
開
け

さ
す
が
に
こ
れ
は
お
か
し
い
と
家
内
が
確
信
し
た
時
、
眼
下

に
は
向
か
っ
て
い
る
は
ず
の
イ
モ
リ
ガ
ジ
ョ
ウ
が
。

　
「
？
あ
れ
は
」。
私
「
あ
い
や
〜
合
野
越
で
道
間
違
っ
た

か
ハ
ハ
」。
家
内
「
△×
◆
＆…
！
！
！
」。
怒
り
の
炎
上

凄
ま
じ
く
も
は
や
言
葉
で
は
な
い
。「
マ
ー　

コ
コ
マ
デ
キ

テ
シ
マ
ッ
タ
ノ
ダ
カ
ラ　

コ
ノ
マ
マ
由
布
ニ
ノ
ボ
リ
マ
セ

ウ
」。
世
迷
い
言
を
並
べ
る
夫
と
た
ば
か
ら
れ
た
自
分
を
呪

い
に
呪
っ
て
い
た
が
そ
の
う
ち
ト
ボ
ト
ボ
歩
き
だ
し
た
。

か
く
し
て
秘
策
は
見
事
に
成
功
し
た
か
に
見
え
た
、
が
！
。

つ
づ
ら
折
り
が
終
わ
り
心
臓
破
り
の
石
段
も
越
え
も
う
す

ぐ
マ
タ
エ
（
東
峰
西
峰
の
分
岐
点
）、
で
ソ
レ
は
襲
っ
て
き

た
。「
足
が…

…

つ
り
そ
う
」
と
家
内
。
即
効
薬
を
飲
ま
せ

左
ふ
く
ら
は
ぎ
を
揉
む
、
し
ば
ら
く
揉
む
。
山
中
で
の
け

い
れ
ん
は
本
人
も
大
変
だ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
オ
オ
ゴ
ト

に
な
る
。
マ
タ
エ
ま
で
は
あ
と
僅
か
、
だ
が
頂
上
は
更
に

そ
の
上
そ
し
て…

行
け
ば
戻
ら
ね
ば
な
ら
ぬ…

今
日
は
こ

こ
ま
で
、
急
登
の
岩
場
で
断
念
し
た
。

　

だ
ま
し
だ
ま
し
合
野
越
ま
で
下
り
遅
め
の
昼
を
と
る
も

申
し
訳
な
い
気
持
ち
が
フ
ツ
フ
ツ
。
目
前
の
イ
モ
リ
ガ

ジ
ョ
ウ
へ
の
案
内
板
を
家
内
が
恨
め
し
そ
う
に
見
つ
め
る
。

「
行
こ
か
」、
十
分
後
に
は
そ
の
頂
き
に
。
頂
上
全
体
の
窪

み
が
太
古
の
火
口
を
物
語
る
。
北
に
は
山
麓
を
装
っ
た
双

耳
峰
の
巨
大
な
由
布
山
、
南
側
足
元
に
開
け
る
湯
布
院
盆

地
の
向
こ
う
に
く
じ
ゅ
う
連
山
が
青
く
霞
む
。
東
側
か
な

た
に
は
大
分
市
街
地
、
自
宅
あ
た
り
に
目
を
凝
ら
す
。
高

一
の
娘
と
来
た
の
は
も
う
十
年
前
か
。
素
晴
ら
し
い
眺
め

に
連
れ
合
い
も
す
っ
か
り
御
満
悦
（
め
で
た
し
め
で
た
し
）。

帰
路
行
き
に
見
上
げ
た
な
だ
ら
か
な
草
原
を
下
っ
て
い
る

と
カ
シ
ワ
の
疎
林
で
後
ろ
か
ら
「
あ
な
た
ッ
！
」。
な
ん
と

鹿
が
現
れ
た
、
野
生
の
成
獣
、
シ
カ
も
二
頭
！
涼
し
い
顔

で
私
た
ち
の
間
に
。
ゆ
っ
く
り
と
ナ
イ
フ
を
手
に
す
る
が

二
人
し
て
フ
リ
ー
ズ
す
る
シ
カ
な
か
っ
た
。
こ
の
日
三
回

見
か
け
そ
の
最
後
で
出
く
わ
し
た
の
は
正
に
三
度
目
の
正

直
。
食
害
の
注
意
書
き
を
思
い
出
し
な
が
ら
午
後
三
時
無

事
？　

下
山
。

　

今
回
の
山
行
は
家
内
に
と
っ
て
は
人
災
だ
っ
た
。
本
人

の
体
力
と
経
験
を
軽
ん
じ
た
私
の
秘
策
ど
こ
ろ
か
小
細
工

の
結
末
だ
。
お
詫
び
と
自
責
の
念
を
伝
え
る
。「
次
は
登

る
！
」
の
言
葉
に
救
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
必
ず
由
布
山
頂

上
に
い
ざ
な
お
う
。「
今
日
は
由
布
山
！
」
と
朝
ハ
ッ
キ
リ

伝
え
て
。

ご
う
や
ご
し

・
・
・
・
・
・
・
・

禰宜　後藤　尚

　

近
年
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
場
所
が

増
え
ま
し
た
。
和
製
英
語
ら
し
い
で
す
。
も
と
も

と
景
勝
地
、
観
光
名
所
だ
っ
た
り
、
そ
こ
に
神
宿

り
御
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
信
仰
さ
れ
続
け
て
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
に
あ
る
神
社
に
は
、
さ

ら
に
人
を
癒
す
水
が
あ
っ
た
り
、
神
宿
る
御
神
木

が
あ
っ
た
り
、
人
に
語
り
か
け
る
岩
が
あ
っ
た

り
、
磁
力
を
発
す
る
断
層
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

自
然
崇
拝
の
場
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
伝
統
的
な
霊

場
や
聖
地
と
し
て
今
に
あ
り
ま
す
。
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
場
所
は
、
自
然
溢
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
い
に
し
え
よ
り
神
仏
を
お

祀
り
す
る
神
社
仏
閣
が
あ
る
た
め
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
繁
華
街
の
よ
う
な
場
所
に
な
い
の
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。

　

自
然
の
中
で
氣
を
敏
感
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
深
呼
吸
を
繰
り
返
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
空
に
向
け
て
両
手
を
大
き
く
開
き
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
取
り
込
む
よ
う
な
気
持
ち
で
思
い
き
り
深

呼
吸
す
る
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
こ
の

大
地
や
水
に
触
れ
た
り
、
周
り
に
温
泉
が
あ
れ
ば

お
湯
に
浸
か
っ
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
り
、
そ
の
地

の
名
物
の
お
い
し
い
食
べ
物
を
食
べ
て
み
る
の

も
、「
氣
を
も
ら
う
」「
心
を
癒
す
」
こ
と
と
し
て

良
い
方
法
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

人
に
よ
っ
て
感
じ
る
も
の
は
異
な
り
ま
す
。
相

性
が
良
い
悪
い
や
波
動
が
合
う
合
わ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
自
ら
足
を
運
び
「
ピ
ン
！
」

と
感
じ
た
場
所
が
、
あ
な
た
に
と
っ
て
最
高
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

神
社
に
お
参
り
す
る
と
神
聖
な
気
持
ち
に
な
れ

ま
す
。
一
般
的
に
神
社
は
古
い
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
石
段
を
登
っ
て
い
く
と
本
殿
が
あ
り
由
緒
正

し
い
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
ビ
シ
ッ
と
背

筋
が
伸
び
る
感
じ
の
神
社
。
神
社
は
、
開
放
的
で

ど
こ
か
ゆ
る
ー
い
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。
近
寄
り

が
た
く
も
、
し
か
し
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
感
じ

は
、
地
元
に
根
付
い
て
数
百
年
の
神
社
だ
か
ら
こ

そ
の
寛
大
さ
や
寛
容
さ
を
感
じ
ま
す
。
ま
さ
し
く

「
来
る
も
の
拒
ま
ず
」
の
有
り
難
さ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
文
化
財
が
い
く
つ
も
あ
る
神
社
。
神
宝

か
ら
発
せ
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
あ
り
ま
す
。
参

拝
の
折
に
は
見
過
ご
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

神
社
に
あ
る
宝
物
館
へ
足
を
運
ぶ
こ
と
も
良
い
で

し
ょ
う
。

「
神
あ
り
人
に
は
神
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
神
な
き
人
に
は
神
は
な
し
」

　

コ
ロ
ナ
禍
で
な
か
な
か
旅
行
に
も
行
け
ま
せ
ん

が
早
く
通
常
に
戻
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　

旅
を
す
る
こ
と
で
又
、
新
た
な
発
見
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ

ん
。
ま
ず
は
お

近
く
の
神
社
へ

お
参
り
に
出
か

け
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ

う
。
あ
な
た
だ

け
の
密
か
な
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

「パワースポット　癒しの空間」

これからの祭典行事案内

　

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
ま
た
気
づ

か
な
い
う
ち
に
心
や
体
に
つ
い
て
し
ま
っ

た
半
年
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
過
ち
の
お
祓
い

を
行
う
六
月
と
十
二
月
の
大
祓
式
。
今
年

も
二
十
四
節
季
の
ひ
と
つ
冬
至
の
日
と
一

年
の
終
わ
り
の
大
晦
日
に
、
い
に
し
え
よ

り
続
く
大
祓
い
の
神
事
を
執
り
行
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
　
時
／

令
和
三
年
十
二
月
十
九
日
㈰ 

冬
至
の
大
祓

※

冬
至
直
前
の
日
曜
日
で
す
。

　
　
　
十
二
月
三
十
一
日
㈮ 

年
越
の
大
祓

　
　
　
　
　
い
ず
れ
も
午
後
三
時
よ
り

　

詳
し
く
は
社
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

時
世
や
平
安
と
希
望
の
思
い
、
そ
し
て

叶
え
た
い
夢
。
あ
な
た
の
新
し
い
年
へ
の

一
文
字
を
募
集
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　

■
募
集
期
間

　

令
和
三
年
十
一
月
一
日
㈪
〜

　
　
　
　
　

十
二
月
十
五
日
㈬　

必
着

■
書
初
日

　

令
和
四
年
一
月
二
日
㈰　

正
午
よ
り　

　

詳
し
く
は
社
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

幸先詣と初詣
さいさきもうで

雄大な由布山の右に寄り添うイモリガジョウ

新
し
い
年
へ
の
一
文
字
募
集

（
冬
至・年
越
）

い
ず
れ
も

火
滅
神
事
あ
り
　
　

大
祓
式

　世情を鑑み、年の初めの初詣を、今年12月より来年３月までの幅広い期間に
て、年末の「幸先詣」と年明けの「初詣」といたします。ゆっくりとご参拝く
ださい。
■幸先詣／新年の幸（さち）を先（さき）にいただきましょう
　　　　令和３年12月１日～ 12月31日
■初詣／令和４年１月１日～令和４年３月21日（春分の日）


