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当
神
社
に
は
明
治
維
新
の
勤
王
の
志
士
五
柱
を

は
じ
め
大
分
県
ゆ
か
り
の
四
四
四
五
八
柱
の
御
祭

神
が
お
鎮
ま
り
で
す
。

　

来
る
令
和
七
年
は
明
治
八
年
の
御
創
建
か
ら
数

え
て
百
五
十
年
の
年
を
迎
え
、
終
戦
八
十
年
の
年

と
も
相
成
り
ま
す
。
こ
の
大
き
な
節
目
の
年
に
当

た
り「
御
創
建
百
五
十
年
終
戦
八
十
年
記
念
事
業
」

を
計
画
い
た
し
ま
し
た
。

　

終
戦
か
ら
七
十
有
余
年
を
数
え
る
昨
今
、
当
神

社
を
取
り
巻
く
環
境
は
以
前
と
は
大
き
く
変
わ
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
世
の
状
況
が
い
か

に
変
わ
ろ
う
と
も
今
日
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
の

礎
を
築
か
れ
た
御
祭
神
の
慰
霊
と
顕
彰
は
次
の
時

代
で
も
必
ず
果
た
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
の
将
来
を
見
据
え
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
方
々

に
心
地
よ
く
安
ら
い
で
お
参
り
い
た
だ
け
る
境
内

を
整
え
て
ゆ
く
所
存
で
す
。

　

何
卒
本
事
業
の
趣
旨
に
ご
賛

同
の
上
、
お
力
添
え
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
る

次
第
で
す
。

　

令
和
五
年
一
月
吉
日

一
、
記
念
事
業
の
概
要

①
参
拝
者
休
憩
所　

増
築

②
参
道
石
畳
・
玉
垣
設
置

二
、
御
奉
賛
要
項

【
募
金
目
標
】
一
億
円

【
奉
賛
金
】

●
個
人　

一
口
五
千
円
か
ら

●
法
人
・
団
体　

一
口
一
万
円
か
ら

【
募
材
期
間
】

令
和
四
年
四
月
一
日
〜
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

【
お
申
し
込
み
方
法
】

●
郵
便
局
ご
利
用　

●
ご
持
参　

●
銀
行
ご
利
用

詳
し
く
は
神
社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

電
話 

〇
九
七‐

五
五
八‐

三
〇
九
六

御
創
建
百
五
十
年
終
戦
八
十
年
記
念
事
業
ご
奉
賛
の
お
願
い

①参拝者休憩所　完成予想図

②参道石畳・玉垣 完成予想図

《
永
代
の
記
念
に
》　
十
万
円
以
上
ご
奉
賛
の
方

は
ご
芳
名
を
参
道
両
脇
の
玉
垣
に
刻
銘
し
ま
す
。

通巻

70令和５年   新年号Shoueizanpou 2023 January

世
界
と
の
往
き
来
難
か
る
世
は
つ
づ
き

窓
開
く
日
を
偏
に
願
ふ

令
和
四
年
歌
会
始
　
御
製

あけまして
　おめでとうございます

が
た

ひ
と
へ

コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
た
そ
の
先
に
、
今
大
き
く
落
ち
込
ん
で

い
る
世
界
と
の
人
々
の
往
来
が
再
び
盛
ん
に
な
る
日
の
訪
れ

を
願
わ
れ
る
お
気
持
ち
を
お
詠
み
に
な
っ
た
御
製
で
す
。

コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
た
そ
の
先
に
、
今
大
き
く
落
ち
込
ん
で

い
る
世
界
と
の
人
々
の
往
来
が
再
び
盛
ん
に
な
る
日
の
訪
れ

を
願
わ
れ
る
お
気
持
ち
を
お
詠
み
に
な
っ
た
御
製
で
す
。

〈
玉
垣
親
柱
〉ご
奉
賛
三
十
万
円
の
方

〈
玉
垣
〉ご
奉
賛
十
万
円
の
方

大 
分 
市株

式
会
社
護
國
建
設

大 

分 

市株
式
会
社
護
國
建
設

大 

分 

市護
國
さ
く
ら

大 

分 

市護
　
國
　
太
　
郎

〈刻銘例〉
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令
和
五
年  

年
頭
の
ご
挨
拶

大
分
縣
護
國
神
社
宮
司

八
坂
秀
史

　

令
和
五
年
新
春
に
あ
た
り
皇
室
の
弥
栄
と
御
霊
安
ら

か
な
ら
ん
こ
と
を
心
か
ら
祈
念
し
ま
す
。
年
が
改
ま
っ

て
も
世
界
平
和
へ
の
祈
り
、
隣
の
国
々
の
蛮
行
を
は
ね

返
す
気
概
と
策
、
悪
疫
の
予
防
は
持
続
い
た
し
ま
し
ょ

う
。

　

令
和
五
年
は
十
干
が
十
番
目
最
後
の
「
癸
」（
み
つ
の

と
）、
十
二
支
は
四
番
目
の
「
卯
」（
う
）
で
す
。
干
支

は
癸
卯
（
み
つ
の
と
・
う
）
で
す
。「
癸
」（
み
つ
の
と
）

は
手
偏
が
付
く
と
一
揆
の
「
揆
」
と
な
り
ま
す
。「
一
揆
」

は
目
的
を
果
た
す
た
め
に
心
を
合
わ
せ
て
行
動
す
る
こ

と
で
「
は
か
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
癸
は
筋

道
を
立
て
て
考
え
取
り
計
ら
う
こ
と
を
表
し
ま
す
。

「
卯
」（
う
）
は
、
も
と
も
と
、「
い
ば
ら
・
か
や
」
と
い

う
文
字
で
あ
り
、
根
が
広
が
り
草
木
が
茂
り
地
面
を
覆

う
繁
茂
の
勢
い
を
表
し
ま
す
。
良
い
意
味
で
は
繁
栄
で

す
が
、
一
方
で
は
物
事
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
動
き
が

と
れ
な
く
な
る
面
も
あ
り
ま
す
。「
癸
卯
」
は
、
万
事
筋

道
を
立
て
て
進
め
て
行
け
ば
繁
栄
し
ま
す
が
、
道
を
誤

る
と
混
乱
、
挫
折
し
予
期
せ
ぬ
こ
と
が
は
び
こ
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

改
元
か
ら
五
年
目
の
節
目
を
迎
え
る
日
本
。
令
和
に

は
「
人
々
が
美
し
く
心
を
寄
せ
合
う
中
で
文
化
が
生
ま

れ
育
つ
」
と
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
万
葉

集
の
梅
の
花
を
た
た
え
る
歌
に
由
来
し
、
多
様
な
文
物

が
発
展
し
、
日
本
の
文
化
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
を
改
め

て
願
い
ま
す
。
こ
の
意
味
を
説
か
れ
、
日
本
よ
日
本
人

よ
誇
ら
し
く
あ
れ
と
仰
っ
た
時
の
総
理
大
臣
の
言
葉
が

思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。「
令
和
」
に
「
癸
卯
」
の
意
味
を

重
ね
、
社
会
と
自
分
に
よ
り
美
し
い
花
が
咲
く
よ
う
次

の
五
年
の
計
を
立
て
ま
し
ょ
う
。

　

当
神
社
は
あ
と
二
年
で
御
創
建
百
五
十
年
を
迎
え
ま

す
。
た
だ
今
進
め
て
い
る
「
御
創
建
百
五
十
年
終
戦
八

十
年
記
念
事
業
」
は
、
ご
神
前
に
多
く
の
方
々
が
よ
り

心
地
よ
く
ご
参
拝
で
き
る
境
内
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

将
来
に
わ
た
っ
て
、
御
霊
の
大
前
で
心
安
ら
か
に
祈
念

で
き
る
神
苑
造
り
の
一
環
で
す
。
す
で
に
た
く
さ
ん
の

方
々
か
ら
ご
奉
賛
を
賜
り
誠
に
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
こ
の
四
月
か
ら
は

二
年
目
の
事
業
年
度
に
入
り
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
道
半

ば
で
す
。
ど
う
ぞ
今
年
も
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

御
霊
を
尊
び
御
霊
か
ら
見
守
ら
れ
て
幸
多
い
ひ
と
と

せ
と
な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

節
目
を
尊
ぶ
、
人
生
は 

旅

　

夜
の
帳
（
と
ば
り
）
が
す
っ
か
り
と
下
り
た
深
夜
。

大
分
県
総
鎮
守
の
護
國
神
社
の
本
殿
へ
と
向
か
う
大
勢

の
人
々
の
姿
。
そ
こ
に
は
人
々
の
熱
気
と
高
揚
と
緊
張
、

そ
し
て
不
思
議
な
く
ら
い
静
謐
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
厳
か
な
静
け
さ
は
御
霊
た
ち
の
大
き
な
懐
に

包
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
し
た
。

　

日
付
が
変
わ
る
直
前
、
来
た
る
年
に
安
寧
の
祈
り
を

込
め
て
吹
奏
楽
「
国
の
鎮
め
」
を
奏
で
ま
し
た
。
初
め

て
の
試
み
で
し
た
が
、
そ
の
荘
重
な
調
べ
に
参
道
を
埋

め
た
参
拝
者
は
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
午
前

０
時
、
初
詣
で
に
訪
れ
た
老
若
男
女
の
皆
さ
ん
が
一
斉

に
本
殿
へ
と
進
み
、
心
を
込
め
て
手
を
合
わ
せ
、
一
心

に
祈
る
年
の
初
め
の
一
番
最
初
の
こ
の
風
景
こ
そ
、
日

本
人
の
品
格
の
表
れ
で
あ
る
と
い
つ
も
な
が
ら
感
じ
て

い
ま
す
。
神
様
に
真
摯
に
向
き
合
い
、
そ
し
て
一
年
の

初
め
の
一
刻
を
大
切
に
す
る
思
い
と
、
そ
こ
に
自
ず
と

現
れ
る
礼
儀
を
伴
っ
た
美
し
い
所
作
。
ま
さ
に
こ
の
初

詣
で
こ
そ
、
古
代
か
ら
神
様
を
敬
う
日
本
人
た
る
民
族

と
、
神
様
と
が
神
人
一
体
に
な
れ
る
唯
一
の
時
で
は
な

い
か
と
思
え
る
崇
高
な
場
面
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
で
、
皆
さ
ん
が
自

粛
さ
れ
た
一
昨
年
は
ま
こ
と
に
寂
し
い
初
詣
で
の
様
子

で
し
た
。
新
年
を
お
祝
い
す
る
よ
う
な
華
や
ぎ
と
穏
や

か
な
雰
囲
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
時
に
比

べ
て
元
に
戻
り
つ
つ
あ
る
有
り
難
さ
や
安
堵
感
は
あ
る

も
の
の
、
八
度
目
の
感
染
拡
大
が
訪
れ
人
々
の
暮
ら
し

が
窮
屈
に
戻
ら
な
い
こ
と
を
お
祈
り
す
る
ば
か
り
で
す
。

日
本
の
国
内
外
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
憂
い
ご
と
の
多

い
近
年
と
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
影
響
を
及
ぼ
す
気
候

変
動
の
な
か
に
あ
る
私
た
ち
。
今
が
ま
さ
に
試
練
の
時

代
、
間
違
い
を
正
し
間
違
い
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
し
っ
か

り
と
し
た
判
断
を
す
る
大
切
な
時
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

収
束
の
兆
し
の
見
え
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
。

善
悪
の
判
断
を
麻
痺
さ
せ
る
ネ
ッ
ト
社
会
の
拡
大
と
、

そ
れ
に
伴
っ
て
意
に
反
す
る
よ
う
な
著
し
い
拡
散
が
多

く
見
ら
れ
た
昨
年
で
し
た
。
そ
こ
に
は
文
明
と
文
化
の

齟
齬
（
そ
ご
）
が
ま
ざ
ま
ざ
と
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
し

た
。
隣
国
に
よ
る
言
わ
れ
の
な
い
所
業
の
数
々
、
安
倍

元
総
理
が
凶
弾
に
斃
れ
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
崩
御
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

か
ら
始
ま
っ
た
昨
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
プ
ー
チ
ン
大

統
領
は
核
兵
器
の
使
用
も
辞
さ
な
い
と
強
硬
姿
勢
を
示

し
て
い
ま
す
。
日
本
に
落
と
さ
れ
た
原
子
爆
弾
が
人
類

に
と
っ
て
最
初
で
最
後
の
狂
気
で
あ
っ
て
も
ら
い
た
い

と
心
か
ら
願
う
の
は
、
日
本
が
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る

か
ら
で
す
。
あ
の
よ
う
な
大
き
な
過
ち
を
犯
し
た
人
類

が
、
過
去
を
顧
み
ず
ま
た
再
び
罪
を
犯
す
の
だ
ろ
う
か

と
思
う
と
、
心
が
病
ん
で
い
る
よ
う
な
為
政
者
に
対
し

て
、
世
界
中
が
こ
ぞ
っ
て
阻
止
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
正

念
場
の
今
年
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

全
世
界
の
人
々
が
等
し
く
幸
せ
で
あ
っ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
願
い
は
、
多
様
性
を
良
し
と
す
る
現
代
社
会

に
お
い
て
無
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
せ
め
て
「
生
き

て
い
る
こ
と
の
有
り
難
さ
」
を
、
実
感
で
き
る
よ
う
な

今
年
一
年
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
念
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

世
界
中
で
た
だ
お
ひ
と
り
、
誰
も
が
畏
敬
の
念
を
抱

く
「
エ
ン
ペ
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
天
皇
陛
下
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
日
本
。
常
に
国
民
に
目
を
向
け
、
心
を
寄
せ
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
両
陛
下
を
頂
に
、
此
処
に
生
き
る

我
々
日
本
人
は
さ
ま
ざ
ま
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
も
怯
む

こ
と
な
く
正
々
堂
々
と
正
中
を
歩
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
も
末
永
く
ま
っ
す
ぐ
と
正
し
い
道
を
歩
ん

で
い
く
こ
と
が
続
く
よ
う
に
と
の
思
い
と
願
い
を
新
た

に
し
た
令
和
五
年
の
幕
開
け
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
月
七
日
は
七
草
粥
。
巫
女
さ
ん
か
ら
の
振
る
舞
い

に
長
蛇
の
列
が
。
悪
疫
退
散
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

み
つ
ば
奉
納
　
有
限
会
社
佐
藤
園
芸 

様

七
草
奉
納
　
　
坂
本
勝
信 

様

福みくじ
特賞「煌（きらめき）」のバカラ・
クリスタルガラス製干支（卯）
の置物を見事に引き当てたの
は、ご家族で初詣でにお越し
の大分市在住の田中桃華さ
んでした。

（元日2,000本限定）
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十
二
月
に
入
る
と
同
時
に
神
社
は
に
わ

か
に
多
忙
を
極
め
て
い
き
ま
す
。
初
詣
で

に
お
越
し
の
参
拝
者
が
授
か
る
破
魔
矢
な

ど
縁
起
物
を
仕
女
た
ち
が
手
際
よ
く
整
え

て
い
く
日
々
が
続
く
様
子
に
、
毎
年
の
こ

と
な
が
ら
一
年
が
経
つ
早
さ
を
し
み
じ
み

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
無
事
に
ま
た
年
末

の
諸
行
事
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
有
り

難
さ
も
心
に
染
み
ま
す
。

　

大
き
な
祭
典
や
行
事
を
行
う
神
社
は
、

準
備
に
追
わ
れ
て
季
節
の
さ
き
が
け
を
余

儀
な
く
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
も
ま
た
本
番

を
控
え
る
独
特
な
高
揚
感
に
包
ま
れ
て
楽

し
く
も
あ
り
と
言
え
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
一
日
に
は
大
絵
馬
の
除
幕
式

が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
の
干
支
は

卯
（
う
さ
ぎ
）。
内
田
画
伯
に
よ
る
う
さ

ぎ
の
絵
は
参
拝
者
を
大
き
く
優
し
く
包
み

込
む
よ
う
な
ふ
く
よ
か
さ
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
干
支
の
大
絵
馬
の
除
幕
式
が
、
神
社

に
と
っ
て
も
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
歳
末

の
ひ
と
月
に
向
か
う
心
意
気
の
ス
タ
ー
ト

と
な
り
ま
す
。

　

三
日
に
は
大
熊
手
と
大
破
魔
矢
の
設
置

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
い
ま
だ
収
束
の
気
配

が
見
ら
れ
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
。
感
染
者
数
の
増
減
は
ま
る
で
潮
の

満
ち
引
き
の
よ
う
で
も
あ
り
、
際
限
な
く

繰
り
返
す
こ
の
波
長
の
止
め
よ
う
が
見
つ

か
ら
な
い
ま
ま
す
で
に
三
年
に
な
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
や
る
せ
な
い

思
い
の
な
か
で
、
ま
る
で
今
の
世
の
さ
ま

ざ
ま
を
乗
せ
て
天
に
向
か
っ
て
勢
い
よ
く

放
た
れ
る
よ
う
な
大
破
魔
矢
の
姿
。
悪
し

き
こ
と
は
捨
て
去
り
、
良
き
こ
と
の
取
り

こ
ぼ
し
の
な
い
よ
う
に
福
を
掻
き
寄
せ
る

大
熊
手
。
ふ
た
つ
の
大
き
な
縁
起
物
は
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
に
も
な
り
、
そ
し
て
数
倍

も
の
ご
利
益
を
い
た
だ
け
る
よ
う
な
パ

ワ
ー
そ
の
も
の
に
も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
日
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
振
る
舞
い

や
、
神
事
の
あ
と
に
は
賑
や
か
に
お
菓
子

つ
か
み
も
催
さ
れ
、
七
五
三
詣
り
の
ご
家

族
も
加
わ
り
、
多
く
の
参
加
者
の
歓
声
が

師
走
の
ご
社
頭
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
十

二
月
初
旬
と
は
言
え
暖
か
な
一
日
。
き
っ

と
御
霊
た
ち
も
お
喜
び
の
ご
感
応
を
示
さ

れ
た
こ
と
と
思
い
ま
し
た
。

　

二
十
五
日
に
は
い
よ
い
よ
御
霊
た
ち
が

鎮
ま
る
、
も
っ
と
も
神
聖
な
本
殿
な
ど
の

お
清
め
と
お
正
月
の
し
つ
ら
い
と
整
い
。

一
年
間
、
本
殿
な
ど
に
風
雨
が
も
た
ら
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
塵
な
ど
を
、
忌
み
竹
で
清

め
払
う
御
煤
払
い
が
神
職
仕
女
の
手
に

よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
、
同
時
に
隊
友
会
関

係
者
と
東
原
老
人
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る
本

殿
に
掛
か
る
大
注
連
縄
の
奉
製
と
掛
け
替

え
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
神
社
の
多
彩
な
師
走
行
事

は
、
い
よ
い
よ
大
晦
日
の
年
越
し
の
大
祓

式
と
除
夜
祭
へ
と
続
き
、

令
和
四
年
の
幕
が
穏
や
か

に
下
ろ
さ
れ
て
い
く
の

で
し
た
。

新年に向けて師走の点描

大
祓
式

冬

至

の

年
越
し
の
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古
く
か
ら
一
陽
の
嘉
節
と
言
わ
れ
て
い
る

冬
至
。

　

こ
の
日
を
境
に
徐
々
に
陽
が
長
く
な
り
、

命
あ
る
す
べ
て
の
万
物
が
春
へ
と
誘
わ
れ
て

い
く
よ
う
な
、
和
や
か
さ
と
力
強
さ
を
「
冬

至
」
と
い
う
季
節
の
言
葉
か
ら
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
冬
の
本
番
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ

か
ら
と
い
う
身
構
え
の
日
々
の
な
か
で
あ
り

な
が
ら
も
、
晴
れ
や
か
な
お
正
月
も
控
え
て
、

ど
こ
か
し
ら
季
節
を
先
取
れ
る
喜
び
を
迎
え

る
の
が
冬
至
の
日
で
す
。

　

十
二
月
十
八
日
、
冬
至
の
大
祓
式
が
大
勢

の
皆
さ
ん
の
ご
参
集
の
も
と
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。
時
折
雪
が
舞
う
師
走
ら
し
い
冬
空
、

厳
し
い
寒
さ
の
な
か
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

浄
火
を
用
い
た
火
滅
の
神
事
に
多
く
の
方
々

の
ご
参
列
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
炎
に
包
ま

れ
一
瞬
に
し
て
灰
燼
と
帰
す
紙
に
比
べ
て
、

長
く
火
中
に
残
り
皆
さ
ん
の
思
い
が
ゆ
っ
く

り
と
届
く
よ
う
に
と
、
今
回
よ
り
炎
に
入
れ

る
人
形
祓
串
（
ひ
と
が
た
は
ら
へ
ぐ
し
）
を

木
札
に
変
え
頒
布
い
た
し
ま
し
た
。
赤
々
と

し
た
浄
火
、
炎
の
勢
い
は
私
た
ち
が
持
つ
力

強
い
命
の
姿
で
あ
り
、
皆
さ
ん
が
託
す
真
心

が
こ
も
っ
た
願
い
ご
と
の
大
き
さ
で
も
あ
り

ま
す
。

　

神
事
斎
了
後
に
は
、
邪
気
を
払
い
無
病
息

災
を
願
う
柚
子
湯
用
と
し
て
、
冬
至
柚
子
を

ご
参
拝
の
皆
さ
ん
に
お
頒
ち
し
ま
し
た
。
常

若
の
葉
を
茂
ら
せ
る
柚
子
は
、
不
老
長
寿
と

し
て
尊
ば
れ
て
い
る
橘
（
み
か
ん
）
の
実
を

彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
柚
子
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
前
で
は
右

近
の
橘
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
る

で
日
輪
の
よ
う
な
丸
い
姿
や
爽
や
か
な
香
り

は
、
日
本
人
の
資
質
、
国
民
性
の
高
さ
、
国

格
の
崇
高
さ
を
表
す
よ
う
で
も
あ
り
、
こ
の

季
節
私
た
ち
日
本
人
が
も
っ
と
も
好
む
植
物

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

そ
し
て
十
二
月
三
十
一
日
に
は
、
ご
遺
族

や
崇
敬
者
の
方
々
、
お
正
月
に
故
郷
大
分
に

帰
省
さ
れ
て
い
る
方
々
な
ど
大
勢
が
お
集
ま

り
の
な
か
、
年
越
し
の
大
祓
式
が
粛
々
と
行

わ
れ
ま
し
た
。
あ
と
数
時
間
で
令
和
四
年
も

暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
大
晦
日
の
か
そ
け
き

夕
刻
、
厳
粛
さ
が
い
や
ま
す
ひ
と
と
き
は
、

言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
神
聖
さ
と
と
も

に
独
特
な
空
気
が
漂
い
ま
し
た
。
冬
至
の
大

祓
式
同
様
に
美
し
い
炎
の
祓
え
を
斎
行
し
、

す
べ
て
を
リ
セ
ッ
ト
。
一
年
間
の
仕
舞
い
と

し
ま
し
た
。

　

夏
越
大
祓
式
か
ら
ち
ょ
う
ど
半
年
。
日
本

の
四
季
の
明
確
な
移
り
変
わ
り
、
夏
と
冬
の

両
極
を
身
を
も
っ
て
体
感
で
き
る
半
年
ご
と

の
大
切
な
お
祭
り
は
、
災
い
を
払
い
の
け
る

こ
と
を
言
う
「
攘
災
招
福
（
じ
ょ
う
さ
い
し
ょ

う
ふ
く
）」
と
、
そ
し
て
災
い
や
不
幸
を
良
い

出
来
事
に
変
え
る
こ
と
を
言
う
「
転
禍
為
福

（
て
ん
か
い
ふ
く
）」
に
よ
っ
て
皆
さ
ん
を
お

守
り
す
る
い
に
し
え
か
ら
伝
わ
る
神
事
で
す
。

こ
の
ふ
た
つ
が
巡
り
く
る
季
節
と
節
目
を
大

切
に
し
て
い
る
日
本
人
の
「
ケ
ジ
メ
の
心
」

を
大
き
く
表
す
夏
と
冬
の
大
祓
式
で
す
。

冬
至
南
瓜
奉
納
　
丸
一
青
果
株
式
会
社 

様

冬
至
柚
子
奉
納
　
一
万
田
範
彦 

様
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昨
年
十
二
月
九
日
、
大
分
商
工

会
議
所
の
部
会
役
員
委
嘱
状
交
付

式
に
宮
司
が
招
か
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
ホ
テ
ル

大
分
で
「
大
分
縣
護
國
神
社
の
歴

史
と
取
り
組
み
〜
御
創
建
百
五
十

年
・
終
戦
八
十
年
〜
に
つ
い
て
」

と
題
し
て
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

　

約
百
五
十
名
の
議
員
の
方
々
に

全
国
の
神
社
数
や
そ
の
種
類
、
招

魂
社
か
ら
護
國
神
社
へ
の
変
遷
や

戦
後
の
護
國
神
社
、
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
司
令
官
の
戦
争
観
。
そ
し
て

当
神
社
の
今
後
の
展
望
な
ど
を
お

伝
え
し
ま
し
た
。
参
加
さ
れ
た
議

員
は
ど
な
た
も
大
分
市
の
商
工
会

を
牽
引
さ
れ
る
方
々
ば
か
り
で
す

が
、
皆
さ
ん
熱
心
に
耳
を
傾
け
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

年
末
に
最
終
回
を
迎
え
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
『
鎌
倉
殿
の
十
三
人
』

は
史
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
バ
ラ
ン

ス
が
良
く
と
れ
た
ド
ラ
マ
で
大
変
面

白
く
視
聴
し
て
い
た
。
私
は
学
生
時

代
か
ら
日
本
史
が
大
好
き
な
の
で
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を
毎
回
大
変
興

味
深
く
視
て
い
た
。
主
人
公
の
北
条

義
時
が
ラ
イ
バ
ル
の
武
士
を
謀
殺
し

な
が
ら
父
の
北
条
時
政
や
姉
の
北
条

政
子
と
と
も
に
権
力
を
掌
握
し
て
い

く
過
程
を
脚
本
家
三
谷
幸
喜
氏
の
手

に
よ
っ
て
見
事
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

私
は
、｢

史
実
が
良
く
て
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
が
悪
い｣

と
い
う
よ
う
な
こ

と
は
思
わ
な
い
。
現
実
の
厳
し
く
悲

し
く
暗
い
史
実
が
結
果
と
し
て
あ
る

が
故
に
、
歴
史
に
「
も
し
」
は
な
い

が
、
史
実
を
ベ
ー
ス
と
し
た
上
に
儚

い
願
い
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
楽

し
む
の
は
大
い
に
結
構
で
あ
り
、
私

た
ち
の
想
像
力
を
か
き
た
て
て
く
れ

る
。
特
に
源
実
朝
に
は
甥
の
公
暁
に

暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
し
い
結
末
が

待
っ
て
い
る
と
は
知
り
な
が
ら
「
も

し
」
生
き
て
い
た
ら
、「
も
し
」
暗

殺
者
の
公
暁
が
思
い
留
め
て
く
れ
れ

ば
と
、
叶
わ
ぬ
と
は
知
り
な
が
ら
そ

の
よ
う
に
思
う
。

　

実
朝
は
父
に
し
て
偉
大
な
創
業
者

と
も
言
え
る
源
頼
朝
の
次
男
に
生
ま

れ
た
。
し
か
し
七
歳
の
時
、
父
頼
朝

が
突
然
の
事
故
で
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
。
父
頼
朝
亡
き
後
、
尼
将
軍
と
し

て
幕
政
に
参
与
し
た
母
北
条
政
子

は
、
叔
父
北
条
義
時
と
と
も
に
権
力

を
掌
握
し
て
い
く
。
兄
頼
家
は
将
軍

と
し
て
道
半
ば
で
出
家
さ
せ
ら
れ
伊

豆
修
善
寺
に
幽
閉
後
、
北
条
氏
の
手

で
暗
殺
さ
れ
る
。
ま
た
、
幕
府
の
重

職
侍
所
別
当
と
し
て
実
朝
を
側
で
支

え
た
和
田
義
盛
も
、
北
条
義
時
の
謀

計
で
討
た
れ
る
。

　

次
々
と
身
内
や
親
し
い
人
が
殺
さ

れ
亡
く
な
る
中
で
、
母
の
北
条
政
子

と
叔
父
の
北
条
義
時
が
幕
府
の
実
権

を
握
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
中
唯

一
、
実
朝
と
い
う
名
を
授
け
右
大
臣

へ
の
官
位
昇
進
の
後
押
し
を
し
た
後

鳥
羽
上
皇
だ
け
が
和
歌
を
通
じ
て
実

朝
を
心
に
掛
け
て
い
た
。
後
鳥
羽
院

政
の
最
盛
期
京
都
で
は
王
朝
文
化
が

花
開
い
て
い
た
。
実
朝
の
心
中
を
察

す
る
と
、
将
軍
と
し
て
武
士
と
し
て

の
生
き
づ
ら
さ
や
無
力
感
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
大
臣
と
し

て
、
朝
廷
そ
の
も
の
で
あ
る
後
鳥
羽

上
皇
に
仕
え
て
い
こ
う
と
す
る
実
朝

の
現
実
逃
避
に
も
似
た
思
い
が
想
像

で
き
る
一
首
が
、
実
朝
の
歌
集｢

金

槐
和
歌
集｣

に
載
っ
て
い
る
。

　
山
は
さ
け
海
は
あ
せ
な
む
世
な
り

と
も
君
に
ふ
た
心
わ
が
あ
ら
め
や
も

（
後
鳥
羽
上
皇
へ
背
く
心
な
ど
、
私

実
朝
に
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
）

　

頼
家
か
ら
将
軍
位
を
奪
い
、
命
を

奪
っ
た
の
が
実
朝
で
あ
る
と
信
じ
た

甥
の
公
暁
が
、「
も
し
」
憎
し
み
も

将
軍
位
へ
の
思
い
も
断
ち
切
っ
た
僧

侶
と
し
て
生
涯
を
過
ご
し
て
い
れ

ば
、
と
思
う
と
本
当
に
悲
し
く
な
る
。

身
内
同
士
で
殺
し
合
う
と
い
う
大
変

悲
し
い
最
後
で
あ
る
。

　

実
朝
が
右
大
臣
拝
賀
の
御
礼
に
鶴

岡
八
幡
宮
へ
参
詣
を
し
た
後
、
大
雪

の
降
り
積
も
る
石
段
を
下
っ
た
時
、

頭
巾
を
着
け
た
公
暁
が
飛
び
出
し
、

「
ヲ
ヤ
ノ
カ
タ
キ
ハ
カ
ク
ウ
ツ
モ
ノ

ゾ
」
と
叫
び
な
が
ら
、
実
朝
の
頭
部

に
太
刀
で
斬
り
付
け
た
。
公
暁
は
倒

れ
た
実
朝
の
首
を
刎
ね
て
、
そ
れ
を

手
に
し
た
ま
ま
走
り
去
っ
た
。「
親

の
敵
」
と
叫
ん
だ
時
、
実
朝
は
賊
の

正
体
は
公
暁
な
の
だ
と
知
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
ま
さ
に
討
た

れ
よ
う
と
し
た
時
、
実
朝
に
去
来
し

た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ら
ば
良
い
が
、

史
実
な
ら
悲
し
い
。
三
谷
幸
喜
氏
は

実
朝
が
襲
わ
れ
た
時
に
反
撃
で
き
る

よ
う
に
北
条
義
時
の
長
男
泰
時
か
ら

実
朝
に
短
刀
を
渡
さ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
時
短
刀
を
抜
か
ん
と
す

る
実
朝
は
こ
れ
で
何
か
の
呪
縛
か
ら

で
も
解
か
れ
る
よ
う
に
短
刀
を
雪
の

上
に
わ
ざ
と
落
と
す
。
そ
の
時
の
実

朝
の
切
な
い
表
情
が
忘
れ
ら
れ
な

い
。
こ
の
一
連
の
動
き
は
脚
本
か
ら

の
演
技
で
あ
る
。
史
実
だ
け
の
積
み

重
ね
だ
け
で
は
、
悲
し
く
暗
い
現
実

の
羅
列
で
し
か
な
い
。
史
実
の
上
に

描
か
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
こ

そ
、
私
た
ち
視
聴
者
を
引
き
つ
け
て

や
ま
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
朝
が
討
た
れ
た
後
、
公
暁
は
三

浦
義
村
の
配
下
に
討
た
れ
、
首
は
義

時
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
。
だ
が
実

朝
の
首
は
見
つ
か
ら
ず
、
頭
髪
（
も

と
ど
り
）
が
首
の
代
わ
り
に
棺
に
納

め
ら
れ
た
。
実
朝
の
首
の
あ
り
か
と

し
て
鎌
倉
か
ら
三
十
キ
ロ
離
れ
た
神

奈
川
県
秦
野
市
に
御
首
塚
（
み
し
る

し
づ
か
）
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
首
の
行
方
は
今
も
わ
か
ら
な

い
。
殺
さ
れ
た
の
は
本
当
に
実
朝
な

の
だ
ろ
う
か
。
義
経
も
生
き
て
い
て

ほ
し
い
と
強
く
望
む
か
ら
こ
そ
「
義

経
生
存
説
」「
義
経
＝
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー

ン
説
」
な
ど
の
伝
説
に
結
び
つ
け
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
歌
を
愛

し
た
実
朝
も
、
世
を
捨
て
た
西
行
の

よ
う
に
諸
国
を
漂
泊
す
る
歌
人
と
し

て
生
き
延
び
た
の
で
は
、
と
想
像
を

膨
ら
ま
せ
る
の
で
あ
る
。

人は生年月日により、九つの星「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。
今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
四緑木星

鬼門

七赤金星

北門

九紫火星

裏鬼門

一白水星
昭和  ８  年生　91歳

昭和17年生　82歳

昭和26年生　73歳

昭和35年生　64歳

昭和44年生　55歳

昭和53年生　46歳

昭和62年生　37歳

平成  ８  年生　28歳

平成17年生　19歳

平成26年生　10歳

令和  ５  年生　１  歳

昭和  ５  年生　94歳

昭和14年生　85歳

昭和23年生　76歳

昭和32年生　67歳

昭和41年生　58歳

昭和50年生　49歳

昭和59年生　40歳

平成  ５  年生　31歳

平成14年生　22歳

平成23年生　13歳

昭和  ３  年生　96歳

昭和12年生　87歳

昭和21年生　78歳

昭和30年生　69歳

昭和39年生　60歳

昭和48年生　51歳

昭和57年生　42歳

平成  ３  年生　33歳

平成12年生　24歳

平成21年生　15歳

平成30年生　６  歳

昭和  ２  年生　97歳

昭和11年生　88歳

昭和20年生　79歳

昭和29年生　70歳

昭和38年生　61歳

昭和47年生　52歳

昭和56年生　43歳

平成  ２  年生　34歳

平成11年生　25歳

平成20年生　16歳

平成29年生　７  歳

はっ ぽう ふさ

令和  2  年生 ４  歳

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 23 年

昭和 50 年

昭和38 年

昭和29 年

昭和22年

昭和19 年

昭和11年

昭和 ９ 年

大正14 年

大正13 年

卯（うさぎ）

卯（うさぎ）

卯（うさぎ）

午（うま）

亥（いのしし）

申（さる）

子（ねずみ）

戌（いぬ）

丑（うし）

子（ねずみ）

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18 年
平成 ４ 年
昭和 63 年
平成12年
昭和 58 年
昭和 39 年
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

星 祭星 祭

年 祝年 祝

節目を尊ぶ、人生は 旅

令和5年 癸卯 星祭早見表
みつのとうみつのとう

令和５年  癸卯 年詣早見表令和５年  癸卯 年詣早見表
みつのとうみつのとう

成
人
式 

入
学
式 「
年
祝
」

　
　
人
生
の
節
目
に
あ
な
た
や
ご
家
族
の
お
名
前
を
境
内
に
残
し
ま
せ
ん
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
裏
面
の
記
念
事
業
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

成
人
式 

入
学
式 「
年
祝
」

　
　
人
生
の
節
目
に
あ
な
た
や
ご
家
族
の
お
名
前
を
境
内
に
残
し
ま
せ
ん
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
裏
面
の
記
念
事
業
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）


