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宮
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根
　
津
　
泰
　
昇 

明
治
維
新
よ
り
百
五
十
年
を
迎
え 

        

　 　
本
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位
三

十
年
の
佳
節
の
歳
に
当
た
り
ま
す
。

今
上
陛
下
は
常
に
国
家
、
国
民
の

為
に
大
御
心
を
捧
げ
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
そ
の
お
気
持
ち
に
感
謝
の

誠
を
捧
げ
「
天
皇
陛
下
御
即
位
三

十
年
奉
祝
大
祭
」
と
し
て
例
大
祭

正
ノ
木
祭
を
斎
行
致
し
ま
す
。 

　
本
年
は
、
明
治
維
新
か
ら
百
五

十
年
の
節
目
の
年
で
す
。
振
り
返

れ
ば
、
米
国
ペ
リ
ー
提
督
が
来
航

し
、
幕
府
に
開
国
の
圧
力
を
か
け

て
き
ま
し
た
。
こ
の
国
難
に
接
し

た
先
人
た
ち
は
、
三
百
年
続
い
た

幕
藩
体
制
で
な
く
、
天
皇
を
中
心

と
し
、
外
国
と
の
交
易
を
通
し
、

諸
外
国
と
対
等
に
接
す
る
事
が
で

き
る
国
造
り
を
選
択
し
、
明
治
の

大
改
革
を
断
行
し
て
参
り
ま
し
た
。 

　
明
治
天
皇
は
近
代
国
家
の
生
成

に
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
を
発
し

ま
し
た
。
現
代
語
訳
で
記
し
ま
す
。 

一
、
広
く
会
議
を
開
き
、
あ
ら
ゆ

　
る
こ
と
に
つ
い
て
公
の
議
論
の

　
場
で
決
定
す
べ
し
。 

二
、
上
の
者
も
下
の
者
も
互
い
に

　
一
致
協
力
し
て
、
国
家
秩
序
を

　
盛
ん
に
す
べ
し
。 

三
、
役
人
、
軍
人
か
ら
庶
民
に
い

　
た
る
ま
で
、
だ
れ
も
が
そ
の
志

　
し
を
ま
っ
と
う
し
、
途
中
で
あ

　
き
ら
め
た
り
怠
け
た
り
し
な
い

　
よ
う
に
は
か
る
べ
し
。 

四
、
過
去
の
あ
や
ま
っ
た
風
習
や

　
弊
害
を
や
め
、
な
に
ご
と
も
天

　
地
の
道
理
に
の
っ
と
る
べ
し
。 

五
、
新
し
い
知
恵
や
知
識
を
世
界

　
中
に
求
め
、
大
い
に
天
皇
国
家

　
を
ふ
る
い
た
た
せ
る
べ
し
。 

　
先
人
達
は
、
こ
の
御
誓
文
の
心

を
軸
と
し
近
代
国
家
を
成
し
得
て

き
ま
し
た
。
私
達
も
将
来
を
担
う

人
た
ち
の
為
に
、
日
本
ら
し
い
国

づ
く
り
に
一
躍
を
担
わ
な
く
て
は

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

　
甲
府
は
明
治
天
皇
陛
下
と
は
非

常
に
縁
が
あ
り
ま
す
。
天
皇
に
即

位
な
さ
れ
ま
す
と
、
大
嘗
祭
が
執

り
行
わ
れ
ま
す
。 

　
大
嘗
祭
と
は
、
新
帝
陛
下
が
一

世
一
度
行
わ
れ
る
儀
式
で
、
そ
の

年
の
新
穀
を
神
に
捧
げ
、
自
ら
食

す
祭
儀
で
す
。
毎
年
行
わ
れ
る
儀

式
が
新
嘗
祭
で
す
。
大
嘗
祭
で
は
、

斎
田
も
東
日
本
（
悠
紀
田
）
と
西

日
本
（
主
基
田
）
を
卜
定
で
定
め
、

神
事
で
お
供
え
す
る
稲
作
を
し
ま

す
。 

　
明
治
四
年
に
行
わ
れ
た
大
嘗
祭

の
悠
紀
田
の
跡
地
は
甲
府
市
上
石

田
三
丁
目
に
あ
る
南
西
第
一
児
童

公
園
の
場
所
で
、
悠
紀
斎
田
の
記

念
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
是

非
一
度
足
を
運
ば
れ
た
ら
如
何
で

し
ょ
う
か
。 

　
大
祭
を
迎
え
る
と
一
年
の
四
半

月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
年
頭
に
こ
の

一
年
は
ど
ん
な
年
か
を
話
し
ま
し

た
が
、
記
憶
に
ご
ざ
い
ま
す
か
。

改
め
て
記
し
て
お
き
ま
す
。
戊
戌

は
「
野
良
犬
」
を
意
味
し
ま
す
。

野
良
犬
で
す
か
ら
自
由
奔
放
の
性

格
が
あ
り
ま
す
。
故
に
気
を
引
き

締
め
る
事
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

九
紫
火
星
歳
は
物
事
が
表
面
化
す

る
作
用
が
あ
り
ま
す
の
で
、
諸
事

に
慎
重
性
が
必
要
で
す
。
従
っ
て

物
事
は
慎
重
に
判
断
し
、
努
力
を

惜
し
ま
ず
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、

良
き
方
向
に
舵
が
切
れ
る
で
し
ょ

う
。
本
年
の
特
徴
は
、
事
象
が
良

き
方
向
に
進
み
良
い
結
果
が
生
じ

る
と
、
己
に
栄
誉
を
受
け
た
り
、

仁
徳
を
称
賛
さ
れ
る
徳
を
得
ま
す
。

残
さ
れ
て
い
る
月
日
を
大
切
に
な

さ
っ
て
下
さ
い
。 

 五
月
二
日
（
水
） 

・
正
ノ
木
献
木
祭
　
　
午
前
十
時
〜   

・
正
ノ
木
前
夜
祭
　
　
午
後
六
時
〜   

・
ザ
・
コ
ン
ブ
ポ
ン
ズ
＆
原
田
喜
照 

　
　
　
　
　
　
午
後
六
時
四
五
分
〜 

　
　
三
日
（
木
・
祝
） 

・
正
ノ
木
例
大
祭
　
　
午
前
十
時
〜 

・
宮
神
輿
渡
御
　
　
午
前
十
一
時
〜 

　
　
宮
神
輿
　
子
供
神
輿 

　
　
町
内
神
輿 

　
　
甲
府
商
工
会
議
所
山
車 

・
宮
神
輿
還
御 

　
　
　
　
　
　
午
後
三
時
三
十
分
頃 

※
甲
府
囃
子
は
宮
神
輿
の
近
く
で
演
奏
あ
り 

・
奉
納
相
撲
大
会
　
　
午
前
十
一
時 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
午
後
三
時 

・
バ
ザ
ー
　
　
正
午
〜
午
後
一
時 

・
崇
敬
青
年
会
主
催
行
事 

　
　
　
　
　
　
午
後
四
時
〜
八
時 

　
（
神
部
冬
馬
　
ズ
ン
バ
　
バ
ン
ド
他
） 

　
　
四
日
（
金
・
祝
） 

・
正
ノ
木
二
之
祭
　
　
午
前
九
時
〜 

・
神
社
舞
台
　
午
前
十
時
〜
午
後
八
時 

　
（
ご
当
地
ア
イ
ド
ル 

　
　
　
　
「F

U
JI SA

K
U
R
A

塾
」 

　
　
平
元
会
　
三
味
線
演
奏
　
他
） 

　
　
五
日
（
土
・
祝
） 

・
正
ノ
木
三
之
祭
　
　
午
前
九
時
〜 

・
正
ノ
木
成
就
祭
　
　
午
後
五
時
〜 

・
神
社
舞
台
　
午
前
十
時
〜
午
後
八
時 

　
（
バ
ン
ド
　
ざ
　
し
ょ
う
の
き 

　
　
ご
当
地
ア
イ
ド
ル 

　
　
　
　
「F

U
JI SA

K
U
R
A

塾
」 

　
　
童
謡
　
ち
ゃ
ん
こ
の
会
　
他
） 

※
三
日
〜
五
日
「
さ
る
ま
わ
し
」 

　
随
時
開
催 

※
詳
し
く
は
「
稲
積
神
社
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
検
索 

平
成
三
十
年
度 

正
ノ
木
例
大
祭
神
賑
行
事
（
予
定
） 
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土
　
肥
　
　
　
新 

太
田
東
青
遊
会 

　
大
　
竹
　
裕
　
二 

    

　『
し
ょ
ー
の
き
さ
ん
が
ー
や
っ

て
く
る
ー
』 

　
子
ど
も
の
こ
ろ
の
「
お
祭
り
の

風
景
」
と
い
う
も
の
は
、
多
く
の

人
の
脳
裏
に
刻
ま
れ
続
け
て
い
る

と
思
う
。
神
社
の
参
道
に
露
店
が

並
び
、
公
園
で
遊
び
な
が
ら
わ
た

が
し
を
食
べ
る
。
細
か
い
デ
ィ
テ

ィ
ー
ル
は
覚
え
て
い
な
く
て
も
、

楽
し
か
っ
た
思
い
出
は
し
か
と
心

が
記
憶
し
て
い
る
。 

　
冒
頭
の
一
文
は
、
私
が
幼
い
こ

ろ
か
ら
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
、

正
ノ
木
さ
ん
の
定
番
曲
で
あ
る
。

こ
の
曲
が
流
れ
る
時
期
が
今
年
も

や
っ
て
き
た
。
稲
積
神
社
に
生
ま

れ
育
っ
た
私
は
家
を
一
歩
、
外
に

出
れ
ば
正
ノ
木
祭
り
で
あ
っ
た
。

一
般
的
な
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
は
家
族
で
旅
行
！
」
と
い
う
概

念
は
一
切
な
く
、
「
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
は
正
ノ
木
祭
り
だ
！
」

と
毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
た
。 

　
今
年
は
ど
の
よ
う
な
露
天
が
出

店
し
て
い
る
の
か
。
何
年
か
前
、

暴
力
団
問
題
で
露
店
の
数
が
減
り

と
て
も
寂
し
い
時
が
あ
っ
た
。
植

木
の
出
店
も
少
な
く
な
っ
た
中
、

最
近
は
一
般
の
店
舗
の
出
店
者
が

数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
気
に
入

っ
た
露
店
が
あ
る
と
、
そ
の
お
店

の
場
所
を
出
店
者
に
聞
き
、
お
祭

り
終
了
後
も
お
店
に
通
う
と
い
う

新
し
い
楽
し
み
方
も
増
え
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
二
十
年
以
上
前
か

ら
毎
年
見
か
け
る
露
天
も
あ
り
、

そ
れ
ら
は
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
る
。 

　
催
し
物
と
し
て
は
、
奉
納
相
撲

大
会
・
猿
ま
わ
し
・
バ
ン
ド
演
奏

な
ど
が
あ
る
が
、
お
祭
り
と
い
え

ば
御
神
輿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

稲
積
睦
会
の
皆
さ
ん
が
担
ぐ
宮
神

輿
は
迫
力
が
あ
っ
て
圧
巻
だ
。
し

か
し
、
私
の
中
で
思
い
出
深
い
の

は
、
神
輿
は
神
輿
で
も
私
も
毎
年

担
い
で
い
た
町
内
主
催
の
子
ど
も

神
輿
だ
。
小
さ
な
子
供
か
ら
中
学

生
に
な
る
子
供
ま
で
神
輿
と
山
車

を
一
生
懸
命
引
い
て
い
る
姿
は
輝

い
て
見
え
、
子
供
達
の
笑
い
声
に

よ
り
お
祭
り
は
活
気
溢
れ
て
く
る
。

こ
の
中
か
ら
も
、
将
来
宮
神
輿
を

担
ぐ
子
が
い
る
の
だ
ろ
う
。 

　
最
後
に
私
事
で
は
あ
る
が
、
人

生
三
十
年
間
毎
年
楽
し
み
に
し
て

き
た
正
ノ
木
祭
り
。
そ
の
お
祭
り

中
に
今
年
は
私
の
第
一
子
が
生
ま

れ
る
予
定
だ
。
そ
の
子
も
私
と
同

じ
、
正
ノ
木
祭
り
と
と
も
に
成
長

し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。 

　
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
楽

し
め
る
お
祭
り
、
今
年
も
存
分
に

満
喫
し
よ
う
と
思
う
。 

  

　
正
月
の
初
詣
が
終
わ
る
と
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
カ
レ
ン
ダ
ー

を
確
認
し
、
新
年
度
を
迎
え
る
と

天
気
が
気
に
な
り
始
め
て
、
今
年

も
始
ま
る
！
と
感
じ
る
正
ノ
木
祭

り
。
私
は
稲
積
神
社
の
ほ
ぼ
隣
の

家
に
生
ま
れ
て
三
十
二
歳
ま
で
過

ご
し
ま
し
た
。
我
が
家
で
は
、
お

盆
や
正
月
よ
り
祭
り
が
最
大
の
イ

ベ
ン
ト
に
な
っ
て
お
り
、
今
で
も

母
は
私
の
子
ど
も
も
含
め
「
祭
り

は
い
つ
く
る
？
」
と
三
月
頃
か
ら

言
っ
て
い
ま
す
。 

　
「
正
ノ
木
祭
り
」
と
い
え
ば
屋

台
で
す
。
県
内
外
か
ら
二
百
店
舗

以
上
の
模
擬
店
が
出
店
し
ま
す
。

子
ど
も
の
頃
は
稲
積
神
社
で
お
参

り
↓
公
園
↓
一
蓮
寺
の
ル
ー
ト
で

ク
ジ
・
射
的
・
輪
投
げ
を
し
て
い

ま
し
た
。
一
度
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
親
戚
が
来
る
た
び
同
じ
ル

ー
ト
を
回
り
屋
台
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

　
植
木
市
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず

有
名
で
す
が
、
私
が
学
生
の
頃
は
、

家
具
屋
の
キ
ズ
物
市
も
名
物
の
一

つ
で
し
た
。
そ
の
家
具
屋
が
親
戚

だ
っ
た
の
で
、
私
も
小
物
を
売
っ

た
り
家
具
の
配
達
を
し
た
り
と
手

伝
い
を
し
ま
し
た
。
物
が
売
れ
た

と
き
の
嬉
し
さ
を
祭
り
の
た
び
に

思
い
出
し
ま
す
。 

　
さ
て
、
現
在
太
田
町
東
部
青
遊

会
で
は
、
毎
年
子
ど
も
神
輿
を
繰

り
出
し
ま
す
。
小
さ
い
子
は
綱
を

引
き
、
大
き
い
子
は
力
い
っ
ぱ
い

神
輿
を
担
ぎ
、
神
社
か
ら
遊
亀
通

り
を
練
り
歩
き
ま
す
。
私
は
何
十

年
に
わ
た
り
お
手
伝
い
を
し
て
い

ま
す
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
お
手

伝
い
す
る
大
人
も
毎
年
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。
年
々
子
ど
も
の
数

は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、
地
区
の

皆
さ
ま
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
な

が
ら
今
後
も
絶
や
さ
ず
続
け
ら
れ

た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
か
わ

い
い
子
ど
も
の
神
輿
を
み
か
け
ま

し
た
ら
「
わ
っ
し
ょ
い
」
と
ぜ
ひ

声
を
か
け
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 

　
今
年
も
も
う
す
ぐ
一
大
イ
ベ
ン

ト
が
や
っ
て
き
ま
す
。
お
天
気
を

気
に
し
な
が
ら
五
月
を
心
待
ち
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

正
ノ
木
祭 
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我
が
家
の
神
棚
祭
り 

　
藤
　
原
　
　
　
進 

u
u

u
u

u
u

u
u

u
u

毎
年
恒
例
の
新
年
祈
願
例
会
に 

　
　
　
　
　
　
　
参
加
し
て
思
う
事 

甲
府
南
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
　
会
長
　
小
　
林
　
成
　
光 

　
み
な
さ
ん
お
揃
い
で
、
平
成
三

十
年
の
輝
か
し
い
新
年
を
お
迎
え

に
な
ら
れ
た
こ
と
を
心
よ
り
、
お

祝
い
し
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
私
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
か

ら
三
十
年
六
月
ま
で
の
間
、
伝
統

あ
る
甲
府
南
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ

の
、
第
五
十
九
代
の
会
長
を
務
め

て
お
り
ま
す
、

小
林
成
光
と

申
し
ま
す
。 

　
昨
年
度
、

前
年
度
深
沢

会
長
が
、
稲

積
神
社
「
い

な
ほ
」
で
も

申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
当

会
で
は
毎
年
、

恒
例
行
事
の
ご
と
く
新
し
き
年
の

事
始
め
と
し
て
、
新
年
祈
願
例
会

を
催
行
い
た
し
ま
す
。
当
会
の
会

員
で
も
あ
り
ま
す
、
「
根
津
泰
昇

（
宮
司
）
」
殿
に
お
願
い
し
、
当

会
の
発
展
と
安
全
祈
願
を
行
い
、

合
わ
せ
て
、
会
員
お
一
人
々
の
幸

せ
を
祈
り
ま
す
。
毎
年
の
こ
と
な

が
ら
、
こ
う
し
て
参
加
す
る
と
新

年
の
ス
タ
ー
ト
に
心
が
穏
や
か
に

な
り
、
心
身
共
に
浄
化
さ
れ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。 

　
今
さ
ら
、
申
し
上
げ
る
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
の
主
な
活
動
は
個
々
の
企
業

活
動
を
通
し
、
地
域
、
社
会
に
貢

献
す
る
事
（
奉
仕
）
を
目
的
と
し

ま
す
。
現
在
、
約
七
十
四
名
の
会

員
で
構
成
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

　
さ
て
私
は
、
こ
の
地
域
で
生
ま

れ
、
育
ち
ま
し
た
。
物
心
着
い
た

時
か
ら
、
甲
府
市
立
動
物
園
「
遊

亀
公
園
」
で
遊
び
、
行
き
帰
り
に

は
、
お
寺
で
「
一
蓮
寺
」
、
神
社

で
「
稲
積
神
社
」
に
手
を
合
わ
せ

て
い
た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。
今

で
も
、
お
寺
や
神
社
の
前
を
通
る

時
、
「
心
の
中
で
手
を
合
わ
せ
る

自
分
が
居
ま
す
。
」
自
分
の
先
祖

や
「
地
域
の
氏
神
様
、
地
域
の
崇

敬
神
社
」
に
も
拝
礼
し
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。
…
『
い
つ
も
、
お

守
り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
』
の
気
持
ち
で
す
。
時

に
は
、
自
分
が
危
機
に
陥
っ
た
時
、

い
ろ
い
ろ
な
事
柄
を
、
お
願
い
し

た
こ
と
も
、
多
々
あ
り
ま
す
。
…

「
困
っ
た
時
の
神
頼
み
」
で
す
。 

　
私
の
尊
敬
す
る
先
輩
か
ら
、
こ

ん
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
神
社
は
、
「
願
い
事
を
し
、

自
分
へ
の
誓
い
を
立
て
る
場
所
」

と
の
事
、
…
夢
や
目
標
を
立
て
、

そ
の
事
に
対
し
て
努
力
す
る
事
を

誓
う
場
所
…
と
の
事
で
し
た
。
こ

ん
な
、
時
こ
そ
自
己
研
鑽
に
努
め
、

自
分
を
磨
き
努
力
す
る
事
を
基
軸

と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
会

社
で
は
、
「
誠
実
、
積
極
、
健
康
」

を
社
是
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

以
っ
て
邁
進
し
、
地
域
に
自
分
の

出
来
る
こ
と
で
、
貢
献
し
た
い
と

日
頃
か
ら
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
今
年
度
の
ロ
ー
タ
リ
ー
活
動
の

テ
ー
マ
に
『
道
を
繋
ぐ
』
を
か
か

げ
ま
し
た
。
当
ク
ラ
ブ
は
、
来
年

度
六
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
全
て

の
『
道
』
事
柄
に
は
道
理
が
あ
り
、

道
筋
を
通
し
て
行
動
す
る
こ
と
が

最
も
重
要
で
あ
り
、
人
の
進
む
道

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
外

す
と
世
の
中
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
発
展
の
た
め
、

地
域
社
会
発
展
の
た
め
、
会
員
と

と
も
に
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
最
後
に
、
「
稲
積
神
社
」
様
に

敬
意
を
表
し
、
根
津
宮
司
殿
は
じ

め
、
ご
関
係
者
各
位
の
ご
健
康
と

ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 
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私
は
、
四
十
数
余
年
ボ
ー
イ
ス

カ
ウ
ト
活
動
に
奉
仕
し
て
き
ま
し

た
。
入
隊
し
た
て
の
ス
カ
ウ
ト
達

に
リ
ー
ダ
ー
は
、
ス
カ
ウ
ト
と
し

て
基
本
と
さ
れ
る
三
つ
ち
か
い
と

お
き
て
を
教
え
ま
す
。 

　
誓
い
の
一
番
目
は
「
神
と
国
と

に
ま
こ
と
を
尽
く
し
お
き
て
を
守

り
ま
す
。
」
二
番
目
は
「
い
つ
も
、

他
の
人
々
を
助
け
ま
す
。
」
三
番

目
は
「
か
ら
だ
を
強
く
し
、
心
を

す
こ
や
か
に
徳
を
養
い
ま
す
。
」

と
。 

　
こ
の
三
か
条
の
誓
い
は
誰
に
対

し
て
と
か
、
何
に
対
し
て
誓
う
の

で
は
な
く
「
自
分
が
自
分
に
誓
う
」

の
だ
と
、
教
え
ま
す
。 

　
神
、
国
な
ど
は
抽
象
的
存
在
で

あ
る
が
、
最
小
限
こ
れ
ら
の
存
在

を
否
定
し
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
と
考
え
神
仏
を
否
定
し

た
無
神
論
者
や
、
国
を
否
定
し
た

思
想
の
持
ち
主
は
こ
の
活
動
に
は

な
じ
ま
な
い
の
で
す
。 

　
こ
の
よ
う
な
日
常
を
過
ご
し
て

き
た
私
は
平
成
二
年
四
月
に
独
立

開
業
し
、
平
成
五
年
六
月
に
現
在

地
で
あ
る
昭
和
町
清
水
新
居
に
事

務
所
を
移
転
い
た
し
ま
し
た
。 

　
開
業
間
も
な
い
私
に
と
っ
て
は

多
額
の
借
金
を
背
負
い
込
み
な
が

ら
も
自
ら
の
事
務
所
を
構
え
た
こ

と
に
大
き
な
喜
び
と
希
望
、
な
に

よ
り
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
高
ま

り
を
覚
え
ま
し
た
。
喜
び
と
不
安

の
表
裏
一
体
と
し
た
言
い
知
れ
ぬ

思
い
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
そ
ん
な
あ
る
日
に
、
稲
積
神
社

の
存
在
を
知
り
、
崇
敬
会
入
会
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
毎
月
の
月
始
祭

や
節
分
祭
、
夏
越
の
大
祓
式
、
年

越
し
の
大
祓
式
、
甲
府
盆
地
最
大

級
の
祭
り
正
の
木
祭
り
に
も
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
神
社
を
よ
り

身
近
に
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
さ
ら

に
嬉
し
か

っ
た
の
は
、

そ
こ
に
集

う
多
く
の

方
々
と
も

親
し
く
さ

せ
て
い
た

だ
き
、
心

の
幅
も
人

間
と
し
て

の
キ
ャ
パ

シ
テ
ィ
ー
も
拡
が
っ
た
思
い
で
す
。

こ
れ
が
神
恩
と
い
う
も
の
か
と
改

め
て
思
い
神
社
の
関
係
者
の
方
々

に
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

　
十
余
年
前
に
事
務
所
の
神
棚
を

新
調
し
稲
積
神
社
の
宮
司
さ
ん
に

お
願
い
し
、
お
祀
し
ま
し
た
。 

　
毎
朝
、
榊
と
水
器
の
水
を
換
え
、

一
日
の
安
全
と
事
務
所
の
平
穏
を

念
じ
掌
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。 

　
思
え
ば
こ
の
姿
は
特
別
な
も
の

で
は
な
く
、
普
通
の
日
本
人
が
普

通
に
過
ご
し
て
い
る
日
常
の
姿
だ

と
改
め
て
気
づ
き
ま
し
た
。 

　
自
分
自
身
の
人
生
を
振
り
返
っ

た
と
き
、
何
度
も
「
見
え
ざ
る
手
」

に
導
か
れ
て
き
た
よ
う
な
心
持
に

な
り
ま
す
。 

　
稲
積
神
社
に
出
向
き
、
鳥
居
を

く
ぐ
り
、
本
殿
の
奉
納
提
灯
か
ら

拝
殿
を
覗
く
と
、
そ
こ
に
は
厳
粛

な
神
域
が
あ
り
ま
す
。
我
が
家
の

神
棚
は
こ
の
拝
殿
に
通
じ
て
い
る

の
だ
と
、
勝
手
に
思
っ
て
い
る
の

で
す
。
自
分
に
と
っ
て
神
棚
は
、

自
分
自
身
に
正
直
に
向
き
合
え
る

場
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 
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式
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k
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k
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平
成
三
十
年
二
月
四
日
、
五
日

と
稲
積
神
社
主
催
、
千
塚
八
幡
神

社
、
恵
比
寿
神
社
協
賛
に
よ
る
恵

方
参
り
の
旅
行
に
、
バ
ス
二
台
八

十
余
名
に
て
参
加
し
ま
し
た
。
今

年
の
恵
方
は
「
南
南
東
」
丙
に
あ

た
り
、
静
岡
県
富
士
市
に
鎮
座
す

る
「
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
」
に

正
式
参
拝
と
な
り
ま
し
た
。
国
の

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る

三
間
社
流
造
の
二
階
を
持
つ
檜
皮

葺
の
建
物
は
浅
間
造
と
呼
ば
れ
、

奥
宮
は
、
富
士
山
頂
上
に
鎮
座
し

て
い
ま
す
。
湧
水
が
豊
富
に
流
れ

込
む
池
が
あ
り
、
富
士
山
の
噴
火

を
鎮
め
る
水
徳
の
神
を
祀
る
場
所

で
も
あ
り
ま
し
た
。
富
士
山
に
降

っ
た
雨
や
雪
が
麓
の
方
に
押
し
流

さ
れ
湧
水
と
し
て
は
、
水
温
は
平

均
十
三
℃
、
毎
秒
三
・
六
kl
の
湧

水
量
に
よ
っ
て
国
の
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
「
湧
水
池
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
昼
食
は
、
な
ぜ
か
？

「
み
ん
な
の
ハ
ワ
イ
ア
ン
ズ
」
で

し
た
。
バ
イ
キ
ン
グ
で
食
事
を
す

ま
せ
ま
し
た
。
午
後
は
「
日
本
の

滝
一
〇
〇
選
」
に
選
ば
れ
て
い
る
、

川
端
康
成
の
「
伊
豆
の
踊
り
子
」

な
ど
に
も
登
場
す
る
伊
豆
を
代
表

す
る
名
瀑
「
浄
蓮
の
滝
」
を
見
学

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
東
京
ラ
ス

ク
に
て
試
食
と
買
物
を
楽
し
み
、

宿
泊
先
の
修
善
寺
温
泉
「
桂
川
」

に
て
温
泉
の
恵
み
を
味
わ
い
旅
の

疲
れ
を
癒
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

例
年
の
ご
と
く
、
楽
し
い
宴
席
に

時
間
を
忘
れ
、
歳
を
忘
れ
て
過
す

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
夜
遅
く
ま

で
青
春
の
居
酒
屋
を
店
開
き
し
て

い
た
部
屋
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
翌
朝
は
弘
法
大
師
空
海
が
開
基

し
た
と
伝
わ
る
古
刹
「
修
禅
寺
」

に
各
々
が
自
由
参
拝
を
し
、
そ
の

後
、
神
奈
川
県
箱
根
町
に
鎮
座
す

る
「
箱
根
神
社
」
の
正
式
参
拝
を

し
ま
し
た
。
古
来
関
東
総
鎮
守
箱

根
大
権
現
と
尊
宗
さ
れ
て
き
た
名

社
で
あ
り
交
通
安
全
、
心
願
成
就
、

開
運
厄
除
に
御
神
徳
の
高
い
運
開

き
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

ま
す
。
二
四
〇
〇
余
年
前
、
聖
占

上
人
が
箱
根
山
の
駒
ヶ
岳
よ
り
主

峰
の
神
山
を
神
体
山
と
し
て
お
祀

り
し
、
関
東
に
お
け
る
山
岳
信
仰

の
霊
場
と
な
り
ま
し
た
。
一
二
〇

〇
余
年
前
奈
良
朝
初
期
萬
巻
上
人

が
現
在
地
に
里
宮
を
建
て
、
箱
根

三
所
権
現
と
称
え
奉
り
ま
し
た
。

平
安
朝
初
期
箱
根
路
が
開
通
し
往

来
す
る
旅
人
が
道
中
安
全
を
祈
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
鎌
倉
期
、

源
頼
朝
ら
の
信
仰
に
よ
り
二
所
詣

（
箱
根
三
所
権
現
を
伊
豆
山
権
現

参
詣
）
の
風
儀
が
生
ま
れ
武
家
に

よ
る
崇
敬
の
篤
い
お
社
と
し
て
栄

え
ま
し
た
。
近
世
は
箱
根
道
が
整

備
さ
れ
箱
根
宿
や
関
所
が
設
け
ら

れ
東
西
交
通
の
要
と
な
り
交
通
安

全
の
祈
願
所
と
し
て
信
仰
の
聖
地

へ
と
変
貌
し
ま
し
た
。
明
治
の
初

年
に
は
神
仏
分
離
に
よ
り
関
東
総

鎮
守
箱
根
権
現
が
箱
根
神
社
と
改

称
さ
れ
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

昼
食
は
箱
根
湖
畔
荘
に
て
、
わ
か

さ
ぎ
の
天
ぷ
ら
。
立
春
と
は
言
え

ま
だ
寒
い
芦
の
湖
畔
を
ふ
る
え
な

が
ら
の
散
策
。
小
田
原
の
「
鈴
廣
」

に
て
お
土
産
を
買
い
、
楽
し
く
恵

方
参
り
が
で
き
、
今
年
は
良
い
年

に
な
り
そ
う
で
す
。
次
回
も
ぜ
ひ

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

　
神
道
政
治
連
盟
主
催
の
靖
国
神

社
参
拝
旅
行
が
、
去
る
三
月
二
十

七
日
に
開
催
さ
れ
た
。
当
神
社
か

ら
は
十
八
名
が
参
加
致
し
ま
し
た
。 

　
ま
だ
肌
寒
い
早
朝
、
遊
亀
公
園

前
で
バ
ス
に
乗
車
し
、
県
内
の
バ

ス
五
台
が
合
流
す
る
談
合
坂
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア
に
向
か
い
、
そ
の
後

一
路
靖
国
神
社
に
車
を
走
ら
せ
ま

し
た
。
首
都
高
速
竹
橋
イ
ン
タ
ー

か
ら
一
般
道
に
出
る
と
、
皇
居
平

川
門
、
北
の
丸
公
園
は
勿
論
、
靖

国
神
社
は
桜
が
満
開
で
大
勢
の
人

で
賑
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
さ

に
、
英
霊
顕
彰
に
は
最
適
な
参
拝

日
和
で
し
た
。
参
集
殿
に
向
か
い

ま
す
と
、
す
で
に
山
梨
県
選
出
、

ま
た
比
例
区
選
出
の
国
会
議
員
の

先
生
方
も
到
着
し
て

お
り
、
お
出
迎
え
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

早
々
に
セ
レ
モ
ニ
ー

が
開
か
れ
渡
辺
山
梨

県
神
政
連
本
部
長
の

主
旨
説
明
が
あ
り
、

後
に
新
た
に
宮
司
に

就
任
さ
れ
た
小
堀
新

宮
司
様
よ
り
御
挨
拶

を
賜
り
ま
し
た
。
そ

の
後
各
国
会
議
員
の

先
生
方
よ
り
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。 

　
正
式
参
拝
は
、
先
ず
拝
殿
に
て

修
祓
を
受
け
、
二
班
に
分
か
れ
て

幣
殿
に
進
み
、
英
霊
に
対
し
黙
と

う
を
捧
げ
、
代
表
者
に
よ
る
玉
串

奉
奠
で
一
同
拝
礼
し
、
社
殿
を
降

段
し
直
会
を
受
け
ま
し
た
。 

　
靖
国
神
社
を
後
に
し
、
横
浜
中

華
街
へ
と
車
を
す
す
め
、
今
回
の

参
拝
旅
行
の
お
楽
し
み
で
あ
る
、

中
華
街
で
の
昼
食
を
楽
し
み
、
各
々

懇
親
と
親
交
を
深
め
ま
し
た
。
中

華
街
の
散
策
も
異
国
情
緒
と
お
土

産
を
大
い
に
楽
し
み
ま
し
た
。
帰

り
の
車
中
は
一
日
の
思
い
出
話
で

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。 

　
大
勢
の
参
加
者
に
恵
ま
れ
参
拝

出
来
た
事
は
、
英
霊
も
さ
ぞ
か
し

お
喜
び
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
来
年
も
ご
一
緒
出
来
る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
報
告
と
い
た
し
ま

す
。 
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稲
荷
神
社
の
狐
像
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

は
稲
荷
様
が
氏
神
の
神
社
や
祠
に

祀
ら
れ
て
い
た
り
、
各
家
の
屋
敷

神
と
し
て
邸
内
社
に
祀
ら
れ
る
な
ど
、

そ
の
信
仰
に
多
様
性
が
あ
る
た
め

と
い
え
ま
す
。
稲
荷
信
仰
は
稲
荷

神
社
の
御
祭
神
で
あ
る
宇
迦
之
御

魂
神
が
五
穀
や
食
物
を
司
る
神
で

あ
る
よ
う
に
農
耕
神
・
穀
霊
神
と

し
て
の
御
神
格
が
中
心
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

　
こ
の
た
め
御
質
問
の
狐
像
が
口

に
く
わ
え
て
い
る
も
の
も
、
穀
霊

を
象
徴
す
る
玉
で
あ
っ
た
り
、
稲

束
を
刈
る
鎌
で
あ
っ
た
り
と
さ
ま

ざ
ま
で
す
。
ま
た
、
穀
物
を
納
め

る
米
蔵
の
鍵
を
く
わ
え
て
い
る
狐

像
も
あ
り
、
こ
の
像
か
ら
は
穀
霊

神
で
あ
る
の
と
同
様
に
自
家
の
米
蔵
、

つ
ま
り
家
財
を
守
る
神
、
家
内
安
全
、

家
業
繁
栄
の
神
と
し
て
の
信
仰
も

窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
こ
の
ほ
か
、
お
経
の
巻
物
や
火

焔
の
燃
え
上
が
る
如
意
宝
珠
な
ど

の
仏
法
具
を
く
わ
え
た
も
の
も
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
我
が
国
に

お
い
て
稲
荷
神
の
信
仰
と
仏
教
が

結
び
つ
い
た
影
響
に
よ
る
も
の
で
、

具
体
的
に
は
仏
教
の
荼
吉
尼
天
と

習
合
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
お
け

る
荼
吉
尼
天
は
、
鬼
神
で
、
六
カ

月
前
に
人
の
死
を
知
り
、
そ
の
心

臓
を
取
っ
て
食
ら
う
と
い
う
恐
ろ

し
い
女
神
で
し
た
が
、
日
本
で
は

福
神
化
さ
れ
、
狐
に
乗
っ
た
稲
荷

女
神
の
姿
が
民
間
に
広
ま
り
ま
し
た
。 

　
神
社
の
参
道
に
一
対
で
置
か
れ

た
狐
像
の
中
に
は
狛
犬
と
同
様
に

社
殿
に
向
か
っ
て
右
（
上
座
）
が

口
を
開
い
た
「
阿
」
で
あ
り
、
左
（
下

座
）
が
口
を
閉
じ
た
「
吽
」
で
、
「
阿

吽
」
の
対
に
な
っ
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
物
を
く
わ

え
て
い
る
狐
は
、
口
を
閉
じ
て
い

る
左
の
「
吽
」
の
方
が
多
い
よ
う

で
す
。
こ
の
こ
と
に
は
諸
説
あ
り

ま
す
が
、
明
確
な
理
由
は
な
い
よ

う
で
す
。 

    

　
神
社
に
お
参
り
す
る
と
参
道
の

両
脇
に
一
対
で
置
か
れ
た
石
製
の

狛
犬
を
見
か
け
ま
す
。
神
社
境
内

の
こ
と
を
語
る
と
き
、
鳥
居
と
並

ん
で
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
ほ
ど
、
狛

犬
は
神
社
に
と
っ
て
一
般
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
普
段
、
私
た
ち
は
石
製
の
も
の

を
多
く
目
に
し
ま
す
が
、
こ
の
ほ

か
に
、
社
殿
内
に
置
か
れ
る
木
製

や
陶
製
の
も
の
、
ま
た
金
属
製
の

も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
狛
犬
は

高
麗
犬
の
意
味
で
、
獅
子
と
と
も

に
一
対
に
な
っ
て
置
か
れ
て
い
る

と
す
る
説
も
あ
り
、
そ
の
起
源
も

名
称
が
示
す
よ
う
に
渡
来
の
信
仰

に
基
づ
く
も
の
で
、
邪
気
を
祓
う

意
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
神
社
に
あ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、

寺
院
で
も
稀
に
置
か
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
東
大
寺
南
大
門
の
も
の
が

石
製
と
し
て
は
我
が
国
最
古
の
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
宮

中
で
は
几
帳
の
裾
に
置
く
重
石
と

し
て
木
製
の
狛
犬
を
用
い
て
い
た

よ
う
で
す
。 

　
神
社
に
よ
っ
て
は
狛
犬
で
は
な
く
、

狐
や
牛
な
ど
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

狐
は
稲
荷
神
社
、
牛
は
天
満
宮
に

見
ら
れ
、
共
に
お
祀
り
さ
れ
て
い

る
神
様
の
神
使
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

　
狛
犬
の
表
情
は
神
社
、
あ
る
い

は
地
域
に
よ
っ
て
実
に
多
様
で
す
。 

各
地
の
神
社
を
訪
れ
た
際
に
、
い

ろ
い
ろ
な
表
情
を
し
た
狛
犬
を
眺

め
る
こ
と
も
お
参
り
を
す
る
楽
し

み
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

　
神
社
新
報
社
発
行
「
神
道
い
ろ
は
」 

　
よ
り
抜
粋 

お
稲
荷
様
の
狐
が
口
に 

く
わ
え
て
い
る
も
の
は 

な
ん
で
す
か
。 

参
道
の
狛
犬
な
ど
に
つ
い
て 

教
え
て
下
さ
い
。 

神
道
の
い
ろ
は 

　
生
憎
の
雨
模
様
の
三
月
七
日
、

女
子
神
職
会
設
立
三
十
周
年
記
念

大
会
が
、
全
国
女
子
神
職
会
会
長

様
、
関
東
地
区
の
女
子
神
職
会
会

長
様
方
、
山
梨
県
神
社
庁
庁
長
様
、

理
事
様
方
、
役
員
様
方
の
御
臨
席

を
い
た
だ
き
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

奉
告
祭
を
神
社
庁
に
て
執
り
行
い
、

式
典
・
講
演
会
・
祝
賀
会
を
ベ
ル

ク
ラ
シ
ッ
ク
に
て
無
事
終
さ
め
る

事
が
出
来
ま
し
た
。 

　
神
社
に
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
も

の
の
ま
さ
か
自
分
が
神
職
に
と
は

夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
神
職
と
し
て
歩
み
始
め
た

三
十
年
前
、
先
代
宮
司
の
父
よ
り

「
女
子
神
職
会
が
立
ち
上
が
る
の

で
神
社
庁
へ
」
と
の
命
を
受
け
、

不
安
い
っ
ぱ
い
に
出
席
し
ま
し
た
。

そ
の
頃
の
私
は
、
神
職
と
は
名
ば

か
り
で
し
た
。
し
か
し
、
会
に
出

席
す
る
度
ご
と
に
大
先
輩
方
か
ら

の
経
験
話
と
神
職
と
し
て
の
姿
な

ど
の
教
え
を
請
う
場
と
な
っ
て
い

き
ま
し
た
。 

　
初
代
会
長
松
尾
久
野
先
生
を
始

め
大
先
輩
の
方
々
が
、
男
性
社
会

真
只
中
を
必
死
で
神
明
奉
仕
さ
れ
、

女
子
神
職
の
道
を
築
き
上
げ
て
来

ら
れ
た
事
を
肝
に
命
じ
感
謝
を
忘

れ
ず
、
こ
れ
か
ら
も
女
性
の
特
性

で
あ
る
木
目
細
か
な
心
配
り
や
優

し
さ
を
持
っ
た
神
職
で
あ
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

　
現
在
会
員
数
は
二
十
四
名
、
若

い
会
員
の
力
も
大
き
く
育
ち
、
知

恵
の
先
輩
方
と
行
動
力
の
若
い
方
々

に
よ
り
益
々
発
展
し
、
癒
し
の
場

と
し
て
素
晴
ら
し
い
女
子
神
職
会

を
会
員
全
員
で
共
に
作
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
最
後
に
三
十
周
年
記
念
大
会
を

開
催
す
る
に
あ
た
り
、
ご
指
導
ご

協
力
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方
、
神

社
庁
様
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

山
梨
県
女
子
神
職
会 

　
　
　
設
立
三
十
周
年
を
迎
え
て 

権
禰
宜
　
土
　
肥
　
東
　
宮 
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安
産
祈
願
は
神
様
に
参
詣
し
懐

妊
の
報
告
と
無
事
出
産
を
祈
願
す

る
行
事
で
す
。 

　
戌
の
日
が
選
ば
れ
る
の
は
犬
が

安
産
で
あ
っ
た
た
め
犬
に
あ
や
か

っ
て
戌
の
日
に
祈
願
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
近
年
は
ご
都
合
の

良
い
日
を
吉
日
と
定
め
お
参
り
な

さ
る
方
も
多
く
な
り
ま
し
た
。 

平成30年　戌（いぬ）の日カレンダー 

月日曜 行　　　　　程 食事 

10／ 

（日） 
21 

10／ 

（月） 
22 
 

甲府各地＝＝＝＝＝＜新東名＞＝＝＝＝＝小國神社［正式参拝］＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝浜松市内［昼食］＝＝＝＝＝まるや八丁味噌工場＝＝＝＝＝南知多温泉（泊） 

南知多温泉＝＝＝＝＝えびせんべいの里工場見学・土産＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝豊川稲荷散策＝＝＝＝＝焼津おさかなセンター＝＝＝＝＝ 

＝＝＝＝＝＜新東名・中部横断道＞＝＝＝＝＝甲府各地 

朝 － 
昼 ○ 
夕 ○ 

朝 ○ 
昼 ○ 
夕 － 

節
分
祭 

祈
年
祭 

針
供
養 

５月 
６月 
７月 
８月 
９月 
10月 
11月 
12月 

　６日（日）大安　18日（金）先勝　30日（水）先勝 
　11日（月）先勝　23日（土）友引　 
　５日（木）友引　17日（火）仏滅　29日（日）仏滅 
　10日（金）仏滅　22日（水）赤口 
　３日（月）赤口　15日（土）先勝　27日（木）先勝 
　９日（火）先負　21日（日）先負 
　２日（金）先負　14日（水）仏滅　26日（月）仏滅 
　８日（土）赤口　20日（木）赤口 

  

　
　
節
分
と
は
節
目
の
こ
と
で
す
。

季
節
の
別
れ
と
も
言
い
ま
す
。
本

来
は
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬

と
そ
れ
ぞ
れ
の
節
目
の
前
日
を
指

し
ま
す
が
江
戸
時
代
以
降
は
立
春

の
前
日
を
節
分
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

　
二
月
三
日
の
節
分
で
は
冬
が
終

わ
り
春
を
迎
え
る
節
目
を
言
い
、

旧
暦
で
は
新
年
を
迎
え
る
日
で
す
。 

　
節
分
で
は
豆
を
撒
き
ま
す
が
こ

れ
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
古
来

よ
り
五
穀
に
は
穀
霊
が
宿
る
と
さ

れ
て
お
り
そ

の
霊
気
を
も

っ
て
魔
を
払

う
と
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

ま
た
豆
は
米

よ
り
も
大
粒

で
あ
る
こ
と

か
ら
穀
霊
で

魔
を
滅
す
る
の
に
最
適
と
さ
れ
る

こ
と
や
、
魔
の
目
（
魔
目
＝
ま
め
）

に
豆
を
ぶ
つ
け
て
魔
を
滅
す
る
（
魔

滅
＝
ま
め
）
に
通
じ
る
と
さ
れ
豆

が
神
事
に
用
い
ら
れ
る
理
由
の
一

つ
で
す
。 

    

「
二
月
八
日
は
事
始
め
（
針
供
養
）

の
日
、
十
二
月
八
日
は
事
納
め
の

日
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
「
十

二
月
八
日

を
事
始
め
、

二
月
八
日

を
事
納
め
」

と
し
て
い

る
地
域
も

あ
る
よ
う

で
す
。 

二
月
八
日

を
事
始
め
と
す
る
考
え
は
、
農
作

業
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
表
し
て

い
る
よ
う
で
す
。 

　
当
神
社
で
は
慣
例
に
な
ら
っ
て

二
月
八
日
に
境
内
に
あ
る
針
供
養

塔
の
前
に
て
「
針
供
養
祭
」
が
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
針
供
養
と
は
、
旧
年
中
に
お
世

話
に
な
っ
た
針
を
、
や
わ
ら
か
い

豆
腐
や
こ
ん
に
ゃ
く
に
刺
し
供
養

す
る
神
事
で
江
戸
時
代
よ
り
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

　
参
拝
者
が
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
寄
っ

た
針
は
針
供
養
塔
の
裏
に
納
め
て

土
に
返
し
ま
す
。 

   

　
祈
年
祭
と
は
一
年
の
五
穀
豊
穣
・

国
の
安
泰
、
隆
昌
を
祈
る
祭
祀
で

す
。 

　
日
本
の
民
は
も
と
も
と
稲
作
で

繁
栄
し
て
い
る
国
柄
で
あ
り
ま
す

の
で
祈
年
祭
は
一
年
の
中
で
も
重

要
な
お
祭
り
で
す
。 

稲 積 神 社 甲 府 伊 勢 講  
小國神社参拝と八丁味噌・えびせんべい工場見学 

豊川稲荷参拝と焼津の海産物を味わう 

南知多温泉「活魚の宿美舟」に宿泊する１泊２日の旅 

◎旅行実施予定日 
◎募　集　人　員 
◎旅　行　代　金 

平成30年10月21日（日）～10月22日（月） 
90名（最少催行人員80名） 
おひとり　￥35,000

ご宿泊　南知多温泉「活魚の宿美舟」　電話0569-63-2200
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会
長 

大
　
森
　
　
　
丘 

会
長 

井
　
上
　
重
　
良 

崇
敬
会
常
若
会
活
動
報
告 

     

　
崇
敬
会
の
み
な
さ
ま
に
は
ご
健

勝
で
ご
活
躍
の
事
と
拝
察
致
し
ま

す
。 

　
早
い
も
の
で
稲
積
神
社
崇
敬
会

が
再
興
十
四
年
に
な
り
ま
す
。
同

時
に
立
ち
上
げ
た
我
が
崇
敬
会
友

の
会
も
十
四
年
の
歳
月
を
経
て
現

在
で
は
諸
般
の
事
情
で
休
会
さ
れ

て
い
る
方
々
を
含
め
二
十
八
名
の

会
員
で
活
動
し
て
お
り
、
毎
月
二

日
を
定
例
会
と
し
て
会
員
相
互
の

親
交
を
深
め
て
お
り
ま
す
。
友
の

会
の
主
な
活
動
と
し
ま
し
て
は
、

神
社
の
永
い
な
が
い
歴
史
の
中
で

崇
敬
会
が
担
っ
て
き
た
、
正
ノ
木

祭
り
を
始
め
と
し
て
、
そ
れ
ら
の

神
事
や
祭
り
を
陰
か
ら
盛
り
上
げ

て
行
く
こ
と
が
崇
敬
会
で
あ
り
、

そ
の
外
郭
団
体
の
一
角
を
友
の
会

と
し
て
ご
奉
仕
さ
せ
て
戴
い
て
お

り
ま
す
。 

　
そ
ん
な
中
で
私
ど
も
の
友
の
会

と
し
て
の
具
体
的
な
活
動
と
し
ま

し
て
は
先
ず
友
の
会
の
会
員
で
も

あ
る
藤
本
正
ノ
木
祭
実
行
委
員
長

の
下
で
正
ノ
木
祭
り
の
期
間
中
、

二
日
の
前
夜
祭
か
ら
五
日
の
終
了

祭
ま
で
の
間
、
会
場
駐
輪
場
の
整

備
及
び
公
園
内
の
巡
回
を
担
当
さ

せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
、

た
っ
た
十
四
年
で
は
あ
り
ま
す
が

毎
月
の
例
会
を
初
め
例
大
祭
等
神

社
の
諸
行
事
及
び
伊
勢
講
、
伊
勢

神
宮
の
式
年
遷
宮
等
の
行
事
に
あ

わ
せ
て
の
奉
賛
並
び
に
参
拝
旅
行

等
、
都
度
参
加
さ
せ
て
戴
き
親
交

を
深
め
て
お
り
ま
す
。
友
の
会
と

し
ま
し
て
は
一
人
で
も
多
く
の
方

と
語
り
、
繋
が
り
、
参
加
し
て
頂

け
る
よ
う
に
、
又
、
支
援
や
応
援

が
出
来
る
よ
う
に
と
考
え
て
お
り

ま
す
。 

　
そ
し
て
私
ど
も
が
継
承
し
て
き

た
崇
敬
会
を
し
っ
か
り
と
、
豊
か

に
、
次
世
代
へ
受
け
渡
し
て
行
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

　
尚
、
我
々
友
の
会
と
し
ま
し
て

も
、
更
に
会
員
を
増
や
し
神
社
へ

の
貢
献
を
増
し
て
行
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
、
是
非
皆
様
の
お

知
り
合
い
を
ご
紹
介
し
て
頂
け
た

ら
幸
い
で
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。 

　
重
ね
て
皆
様
の
ご
自
愛
を
お
祈

り
致
し
ま
す
。 

       

　
崇
敬
会
常
若
会
は
、
発
足
し
て

五
年
目
と
な
り
ま
す
。
六
名
程
の

発
起
人
で
始
ま
っ
た
常
若
会
も
、

今
で
は
二
十
六
人
の
大
所
帯
と
な

り
楽
し
く
活
動
し
て
お
り
ま
す
。 

　
常
若
会
の
目
的
と
し
て
は
、
稲

積
神
社
崇
敬
会
会
員
と
し
て
自
覚

を
持
ち
、
稲
積
神
社
の
維
持
発
展

に
協
力
す
る
こ
と
と
、
外
郭
団
体

と
の
親
睦
・
交
流
を
図
り
、
協
力

し
て
事
業
の
展
開
を
す
る
事
と
し

て
お
り
ま
す
。 

　
基
本
的
に
は
、
毎
月
四
日
を
定

例
会
と
し
て
無
尽
形
式
で
開
催
し

て
お
り
ま
す
。 

　
年
始
め
一
月
四
日
は
、
新
年
祈

願
を
拝
殿
で
行
っ
た
後
、
新
年
互

例
会
と
し
て
開
催
致
し
ま
す
。 

　
二
月
は
、
三
日
の
節
分
祭
を
例

会
と
し
て
開
催
致
し
ま
す
。
例
年

常
若
会
の
山
田
副
会
長
、
小
林
会

計
が
鬼
に
扮
し
て
活
躍
し
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。
恵
方
参
り
の
旅
に
は
、

良
い
「
気
」
を
得
て
一
年
間
過
ご

す
事
が
で
き
る
様
に
毎
年
多
く
の

メ
ン
バ
ー
で
楽
し
く
参
加
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。 

　
五
月
の
正
ノ
木
祭
り
で
は
、
二

日
の
前
夜
祭
を
例
会
と
し
て
、
六

日
の
片
づ
け
ま
で
手
分
け
を
し
て

ご
奉
仕
し
て
お
り
ま
す
。
祭
り
で
は
、

主
に
本
部
の
テ
ン
ト
に
詰
め
て
、

会
場
内
の
見
回
り
、
参
拝
者
へ
の

案
内
、
他
の
外
郭
団
体
の
お
手
伝

い
等
で
ご
奉
仕
を
致
し
て
お
り
ま
す
。 

　
七
月
例
会
は
、
六
月
三
十
日
に

行
わ
れ
ま
す
「
夏
越
大
祓
祭
」
に

合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。
半
年
の
身

に
付
い
た
罪
や
穢
れ
等
を
祓
い
清
め
、

残
す
半
年
の
無
病
息
災
と
商
売
繁

盛
を
祈
願
し
、
茅
の
輪
く
ぐ
り
も

体
感
致
し
ま
す
。 

　
昨
年
、
九
月
は
、
崇
敬
会
大
祭

に
合
わ
せ
て
行
い
、
直
会
を
定
例

会
と
致
し
ま
し
た
。 

　
十
二
月
は
、
稲
積
神
社
関
係
者

合
同
納
会
を
定
例
会
と
し
て
行
い

ま
す
。
以
上
が
大
ま
か
な
年
間
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
。 

　
常
若
会
は
、
外
郭
団
体
の
中
で

一
番
歴
史
の
浅
い
会
で
す
。
ま
だ

ま
だ
至
ら
ぬ
点
も
多
々
あ
り
ま
す
が
、

根
津
宮
司
様
、
根
津
禰
宜
様
、
土

肥
権
禰
宜
様
、
長
潟
睦
会
会
長
様

に
も
常
若
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

参
加
頂
い
て
、
い
ろ
い
ろ
ご
教
授

を
賜
り
な
が
ら
、
楽
し
く
活
動
し

て
お
り
ま
す
。 

　
今
後
も
宮
司
様
、
総
代
様
初
め

諸
先
輩
方
の
ご
指
導
を
頂
き
な
が

ら
成
長
し
て
行
き
、
皆
様
の
お
役

に
立
て
ま
す
様
に
活
動
し
て
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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