
一
月
（
睦
月
） 

歳
旦
祭
（
元
旦
祭
） 

・
元
旦
、
氏
神
さ
ま
と
隠
岐
神
社
に
お

い
て
、
海
士
町
の
発
展
と
町
民
の
幸

福
を
お
祈
り
し
ま
す
。 

お
日
待
ち 

・
組
ご
と
に
伊
勢
の
神
宮
の
御
祭
神
で

日
の
神
さ
ま
と
も
称
え
ら
れ
る
、
天

照
大
御
神
さ
ま
を
拝
み
ま
す
。 

七
草
粥 

・
春
の
七
草
（
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、
ゴ
ギ

ョ
ウ
、
ハ
コ
ベ
ラ
、
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、

ス
ズ
ナ
、
ス
ズ
シ
ロ
）
を
お
粥
に
入

れ
て
食
し
ま
す
。
体
調
を
整
え
る
と

と
も
に
、
万
病
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

十
日
恵
比
寿
（
戎
） 

・
豊
漁
、
豊
作
、
産
業
繁
栄
の
神 

恵

比
寿
（
戎
）
さ
ま
を
拝
み
ま
す
。 

と
ん
ど
焼
き
（
佐
義
長
） 

・
お
正
月
に
家
に
お
迎
え
し
た
歳
神
さ

ま
に
お
帰
り
い
た
だ
き
ま
す
。
古
い

お
神
札
・
お
守
り
、
正
月
飾
り
や
書

初
め
な
ど
を
お
焚
き
上
げ
し
ま
す
。 

氏
神
講 

・
組
ご
と
に
氏
神
さ
ま
を
拝
み
ま
す
。 

荒
神
祭
・蛇
巻
き 

・
秋
の
収
穫
を
荒
神
さ
ま
に
感
謝
す
る

お
祭
り
で
す
。
区
に
よ
っ
て
は
、
藁

を
な
っ
て
作
っ
た
蛇
を
荒
神
が
宿
る

木
や
石
に
巻
き
つ
け
ま
す
。 

二
月
（
如
月
） 

 

節 

分 

・
立
春
を
前
に
、
家
々
に
病
気
、
災
い

が
降
り
か
か
ら
な
い
よ
う
、
柊
に
鰯

の
頭
を
差
し
た
飾
り
で
家
を
守
り
、

お
祓
い
の
豆
ま
き
を
し
ま
す
。
海
士

で
は
、
な
ま
こ
を
食
べ
る
伝
統
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
近
年
は
歳
徳
神
の
在

る
方
角
を
向
い
て
太
巻
き
を
食
べ
る
、

恵
方
巻
が
流
行
し
て
い
ま
す
。 

立
春
式 

・
昔
の
元
服
に
倣
い
、
海
士
で
は
十
五

歳
を
迎
え
る
青
少
年
（
中
学
二
年
生
）

の
前
途
を
祝
う
式
典
を
行
い
ま
す
。 

祈
年
祭
（
春
祭
り
・
大
祭
） 

・
田
植
え
を
前
に
氏
神
さ
ま
で
、
豊
作

と
区
の
発
展
、
区
民
の
健
康
を
祈
り

ま
す
。
二
月
か
ら
四
月
の
間
に
順
次

行
わ
れ
ま
す
。 

三
月
（
弥
生
） 

彼 

岸 

・
祖
霊
舎
や
仏
壇
、
お
墓
を
掃
除
し
、

牡
丹
餅
な
ど
を
お
供
え
し
て
先
祖
の

霊
を
慰
め
ま
す
。
な
お
、
春
分
の
日

が
彼
岸
の
中
日
に
あ
た
り
ま
す
。 

      

四
月
（
卯
月
） 

隠
岐
神
社
春
季
例
祭
（
大
祭
） 

・
新
年
度
の
始
ま
り
に
、
後
鳥
羽
天
皇

の
御
神
徳
の
下
、
海
士
町
が
発
展
す

る
よ
う
に
お
祈
り
し
ま
す
。
祭
日
の

前
に
は
、
隠
岐
神
社
外
苑
に
お
い
て

綱
引
き
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

六
月
（
水
無
月
） 

大
祓
い 

・
氏
神
さ
ま
の
例
祭
、
お
盆
を
迎
え
る

前
に
、
半
年
の
間
に
知
ら
な
い
う
ち

に
関
わ
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
、

罪
や
穢
（
気
枯
）
を
お
祓
い
し
ま
す
。

神
社
の
入
り
口
に
茅
野
輪
を
作
り
、

こ
れ
を
く
ぐ
っ
て
参
拝
し
お
祓
い
と

す
る
区
も
あ
り
ま
す
。 

七
月
（
文
月
） 

氏
神
の
例
祭
（
大
祭
） 

・
氏
神
さ
ま
の
御
神
徳
と
区
の
歴
史
を

称
え
る
と
と
も
に
、
区
の
永
続
を
お

祈
り
し
ま
す
。
お
神
輿
の
出
御
、
巫

女
舞
な
ど
の
奉
納
が
行
わ
れ
る
区
も

あ
り
ま
す
。
氏
神
さ
ま
の
例
祭
は
、

海
士
町
の
神
社
信
仰
に
お
い
て
も
っ

と
も
大
切
な
お
祭
り
で
す
。 

八
月
（
葉
月
） 

お 

盆 

・
ご
先
祖
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
お
盆
。

仏
教
伝
来
以
前
か
ら
の
日
本
の
習
俗

で
す
。
お
盆
に
は
家
族
、
親
戚
が
一

堂
に
会
し
、
先
祖
の
霊
に
一
族
の
健

康
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
か
わ
ら

ぬ
守
護
を
お
祈
り
し
ま
す
。 

 

成
人
式 

・
新
成
人
の
自
覚
を
固
め
、
こ
れ
ま
で

お
世
話
に
な
っ
た
方
に
感
謝
の
気
持

ち
を
示
す
行
事
で
す
。
海
士
町
で
は

八
月
十
五
日
に
、
新
成
人
が
隠
岐
神

社
に
参
拝
し
ま
す
。 

     

九
月
（
長
月
） 

彼 

岸 

・
祖
霊
舎
や
仏
壇
、
お
墓
を
掃
除
し
、

御
萩
な
ど
を
お
供
え
し
て
先
祖
の
霊

を
慰
め
ま
す
。
な
お
、
秋
分
の
日
が

彼
岸
の
中
日
に
あ
た
り
ま
す
。 

十
月
（
神
無
月
） 

 

隠
岐
神
社
秋
季
例
祭
（
大
祭
） 

・
稔
り
の
秋
に
あ
た
り
、
後
鳥
羽
天
皇

の
御
神
徳
の
下
、
海
士
町
が
発
展
し

た
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。
当
日
に
は
、

奉
納
行
事
と
し
て
こ
ど
も
相
撲
大
会

が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

十
一
（
霜
月
） 

 

新
嘗
祭
、食
の
感
謝
祭 （

秋
祭
り
・
大
祭
） 

・
稲
刈
り
の
後
、
一
年
を
過
ご
せ
た
こ

と
を
氏
神
さ
ま
に
感
謝
す
る
お
祭
り

で
、
十
一
月
か
ら
十
二
月
の
間
に
行

わ
れ
ま
す
。
隠
岐
神
社
で
は
、
観
光

協
会
の
主
催
す
る
「
食
の
感
謝
祭
」

の
開
催
日
に
行
い
ま
す
。
お
祭
り
に

は
、
町
内
の
農
業
、
漁
業
団
体
の
代

表
が
参
列
し
ま
す
。
ま
た
、
境
内
で

は
、
直
会
と
し
て
町
内
の
食
材
が
格

安
で
提
供
さ
れ
ま
す
。 

七
五
三 

・
お
子
さ
ま
の
成
長
を
神
さ
ま
に
ご
覧

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の

守
護
を
お
祈
り
す
る
お
祭
り
で
す
。 

十
二
月
（
師
走
） 

 

竃
祓
い 

・
新
年
を
前
に
、
食
卓
に
恵
み
を
与
え

て
く
れ
た
火
の
元
に
感
謝
す
る
と
と

も
に
、
食
事
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
方

に
感
謝
す
る
お
祭
り
で
す
。
神
職
が

各
家
庭
に
お
伺
い
し
ま
す
。 

 

大
祓
い 

・
新
年
を
迎
え
る
前
の
お
祓
い
で
す
。

六
月
の
大
祓
い
と
同
様
、
家
と
氏
神

さ
ま
の
正
月
行
事
を
清
々
し
く
行
う

た
め
の
大
切
な
神
事
で
す
。 

 ※
彼
岸
に
供
え
る
モ
チ
は
、春
は
ボ
タ
ン
の
花
に
ち
な

ん
で
牡
丹
餅
、
秋
は
ハ
ギ
の
花
に
ち
な
ん
で
御
萩

と
呼
び
ま
す
。 

海 
士 

町 

年 

中 

行 

事 

の 

 



 

 

隱
岐
神
社
の
御
創
建 

 

隠
岐
神
社
宮
司 

村
尾 

周 
 

か
す
み
ゆ
く
た
か
ね
を
い
づ
る
朝
日
か
げ 

さ
す
が
に
は
る
の
い
ろ
を
み
る
か
な 

（
遠
島
百
首
） 

大
晦
日
か
ら
新
年
に
か
け
て
の
厳

し
い
天
候
も
、
立
春
を
過
ぎ
て
和
ら
い

で
来
ま
し
た
。 

平
素
は
、
隠
岐
神
社
の
ご
神
徳
の
宣

揚
並
び
に
ご
神
域
の
維
持
管
理
に
つ
き

ま
し
て
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
わ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
新

し
い
年
の
初
め
の
歳
旦
祭
に
お
い
て
は
、

皇
室
の
弥
栄
に
合
わ
せ
海
士
町
の
発
展

と
皆
さ
ま
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お
祈

り
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

さ
て
今
年
は
、
ご
祭
神 

後
鳥
羽
天

皇
の
御
遷
幸
七
九
〇
年
に
あ
た
り
ま
す
。

後
鳥
羽
天
皇
は
朝
権
回
復
を
志
さ
れ
ま

し
た
が
、
戦
い
に
敗
れ
ま
し
た
。
華
や

か
な
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
隠
岐
国
海
士

で
、
ご
在
島
十
九
年
の
後
御
歳
六
十
歳

で
崩
御
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
七
百
年

祭
に
あ
た
る
昭
和
十
四
年
に
隠
岐
神
社

が
創
建
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
と
も
す
れ

ば
御
霊
を
お
慰
め
す
る
社
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
あ
る

べ
き
君
臣
の
在
り
方
を
説
か
れ
た
後
鳥

羽
天
皇
の
お
姿
を
含
め
た
ご
事
跡
を
顕

彰
し
、
そ
の
ご
神
徳
を
広
め
る
こ
と
に

こ
そ
神
社
創
建
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。 

後
鳥
羽
天
皇
は
わ
ず
か
四
歳
で
御

即
位
な
さ
い
ま
し
た
。
ご
歴
代
の
中
で

も
文
武
両
道
に
優
れ
、
古
来
の
文
化
と

伝
統
を
大
切
に
な
さ
っ
た
天
皇
で
す
。

特
に
皇
室
の
伝
統
で
あ
る
和
歌
の
道
に

秀
で
ら
れ
、
中
世
第
一
の
歌
の
名
手
と

し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
八
代
集
の
一

つ
で
あ
る
勅
撰
『
新
古
今
和
歌
集
』
は

天
皇
の
勅
に
な
る
も
の
で
す
。 

御
製
「
お
く
山
の
お
ど
ろ
が
下
も
踏

み
分
け
て
道
あ
る
世
ぞ
と
人
に
知
ら
せ

む
」
に
は
乱
世
に
あ
っ
て
も
道
理
を
重

ん
じ
生
き
て
行
く
こ
と
の
大
切
さ
を
、

ま
た
、
「
我
こ
そ
は
新
島
守
よ
隠
岐
の

海
の
荒
き
波
風
心
し
て
吹
け
」
に
は
厳

し
い
境
遇
の
中
で
も
己
を
失
わ
ず
生
き

抜
く
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

隠
岐
の
ご
生
活
で
の
心
の
支
え
は
和
歌

の
道
と
い
わ
れ
て
お
り
、『
遠
島
百
首
』

を
始
め
『
遠
島
歌
合
』
、
『
詠
五
百
首

和
歌
』
、
隠
岐
本
『
新
古
今
和
歌
集
』

な
ど
は
改
め
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。 

約
六
千
坪
の
境
内
に
は
施
設
も
整

っ
て
お
り
、
隠
岐
島
一
の
規
模
の
神
社

で
す
。
ま
た
、
「
ご
と
ば
ん
さ
ん
」
と

親
し
み
を
も
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
後
鳥

羽
天
皇
御
火
葬
塚
や
行
在
所
跡
な
ど
の

聖
跡
は
、
海
士
町
の
貴
重
な
文
化
財
産

で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
隠
岐

神
社
の
顕
彰
と
維
持
管
理
は
、
職
員
や

一
部
の
役
員
だ
け
の
仕
事
で
は
な
く
、

広
く
町
民
の
皆
さ
ま
を
始
め
多
く
の

方
々
の
お
力
添
え
が
有
っ
て
こ
そ
で
す
。 

ま
た
、
今
年
は
我
が
国
の
神
話
を
ま

と
め
た
『
古
事
記
』
が
編
纂
さ
れ
て
か

ら
、
千
三
百
年
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

島
根
県
に
お
い
て
は
、
古
事
記
編
纂
千

三
百
年
を
機
と
し
て
、
歴
史
・
文
化
に

彩
ら
れ
る
「
島
根
」
の
魅
力
を
啓
発
す

る
活
動
を
進
め
て
お
り
、
隠
岐
県
域
も

も
ち
ろ
ん
重
要
な
位
置
に
あ
り
ま
す
。 

町
内
の
十
五
社
の
氏
神
さ
ま
の
由

緒
・
歴
史
、
加
え
て
後
鳥
羽
天
皇
の
ご

活
躍
の
歴
史
が
、
故
郷 

海
士
の
誇
り

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
行
く
所
存
で
す
。 
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文
武
両
道
の
神
さ
ま 

 
 

開
運
・
厄
除
け
の
神
さ
ま 

 
 

縁
む
す
び
の
神
さ
ま 

と
称
え
ら
れ
る
後
鳥
羽
天
皇
。
広
く

厚
い
御
神
徳
を
戴
く
隠
岐
神
社
は
、
近

年
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
ブ
ー
ム
も
あ

り
、
島
外
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
増
え

て
お
り
ま
す
。
予
約
が
必
要
と
な
り
ま

す
が
、
空
気
が
引
き
締
ま
り
、
御
神
威

を
も
っ
と
も
発
揮
す
る
と
い
わ
れ
る
夜

間
の
特
別
祈
祷
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

     

平成23年 3月1日発行 



後
鳥
羽
天
皇
を
敬
う 

 

隠
岐
神
社
奉
賛
会
会
長 

石
倉 

郁
郎 

  

隠
岐
神
社
の
奉
賛
会
を
代
表
し
て
、

ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

後
鳥
羽
天
皇
の
御
神
徳
を
伝
え
、
そ

し
て
隠
岐
神
社
に
奉
仕
し
て
ゆ
く
こ
と

は
、海
士
町
民
の
誇
り
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

今
か
ら
約
八
百
年
前
、
わ
ず
か
四
歳

で
即
位
さ
れ
た
後
鳥
羽
天
皇
は
、
歴
代

天
皇
の
中
で
も
特
に
文
武
両
道
に
秀
で

て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
政
の

在
り
方
を
巡
っ
て
鎌
倉
幕
府
と
争
っ
た

承
久
の
乱
の
後
、
こ
の
海
士
町
へ
御
移

り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

歴
史
の
本
の
中
に
は
、
こ
の
乱
に
敗

れ
た
こ
と
の
み
を
強
調
し
て
い
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
後
鳥
羽
天
皇

を
敬
う
私
ど
も
海
士
町
民
に
は
、
ま
ず

古
来
の
文
化
を
大
切
に
さ
れ
た
歴
代
天

皇
の
仁
徳
を
学
び
、
そ
の
上
で
後
鳥
羽

天
皇
の
御
生
涯
を
学
ぼ
う
と
す
る
姿
勢

が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

後
鳥
羽
天
皇
を
お
祀
り
す
る
の
に
相

応
し
い
隠
岐
神
社
が
創
建
さ
れ
た
の
は
、

今
か
ら
七
十
年
前
の
こ
と
で
す
。以
降
、

隠
岐
神
社
の
神
職
と
町
の
諸
先
輩
は
、

後
鳥
羽
天
皇
の
御
神
徳
を
広
め
る
こ
と

に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
隠
岐
神
社
並
び
に
町
内
の

氏
神
さ
ま
の
興
隆
に
資
す
る
べ
く
、
昨

年
よ
り
、
隠
岐
神
社
の
活
動
の
一
つ
に

社
報
の
発
行
が
加
わ
り
ま
し
た
。
隠
岐

神
社
の
活
動
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
、

神
社
の
大
切
さ
を
知
っ
た
、
等
の
あ
り

が
た
い
ご
意
見
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
活
動
を
支
え
て
行
く
の
も
、

心
あ
る
崇
敬
者
の
大
切
な
務
め
と
存
じ

ま
す
。
町
民
一
人
一
人
が
神
社
を
身
近

に
感
じ
る
こ
と
こ
そ
、
後
鳥
羽
天
皇
を

敬
い
、
御
神
徳
を
戴
く
者
の
正
し
い
姿

と
私
は
考
え
ま
す
。
隠
岐
神
社
、
そ
し

て
奉
賛
会
に
対
す
る
皆
さ
ま
の
更
な
る

ご
理
解
と
ご
協
力
を
、
お
願
い
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

         

  

前
回
は
、
祭
祀
を
大
切
に
さ
れ
る
天
皇
の
お

姿
に
つ
い
て
ふ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
後
鳥
羽
天
皇

の
文
化
活
動
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

後
鳥
羽
天
皇
と
和
歌
① 

 

歴
代
の
天
皇
さ
ま
は
、
文
化
・
伝
統

を
と
て
も
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
お
り

ま
す
。
特
に
、
八
俣
の
大
蛇
を
退
治
さ

れ
た
須
佐
之
男
命
が
櫛
名
田
比
女
（
く

し
な
だ
ひ
め
）
と
婚
姻
を
結
び
、
新
婚

宅
を
建
て
ら
れ
た
際
に
詠
ま
れ
た 

 

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
込
み

に 八
重
垣
造
る
其
の
八
重
垣
を 

 

が
起
源
と
さ
れ
る
和
歌
を
、
天
皇
さ

ま
は
折
に
触
れ
て
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
国
の
発
展
と
国
民
の
幸

せ
を
祈
る
大
御
心
を
拝
察
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

さ
て
、
和
歌
に
関
わ
る
皇
室
行
事

に
、
正
月
の
歌
会
始
が
あ
り
ま
す
。

宮
内
庁
の
紹
介
に
よ
る
と
、
人
々
が

集
ま
っ
て
共
通
の
題
で
歌
を
詠
ん
で

披
講
す
る
歌
会
は
、
万
葉
集
に
よ
る

と
既
に
奈
良
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た

そ
う
で
す
。
天
皇
が
お
催
し
に
な
る

歌
会
は
、
宮
中
の
年
中
行
事
の
ほ
か

に
、
月
ご
と
に
催
さ
れ
る
よ
う
に
も

な
っ
て
い
き
、
こ
れ
ら
の
中
で
天
皇

が
年
の
始
め
の
歌
会
と
し
て
お
催
し

に
な
る
会
を
「
歌
御
会
始
」
（
う
た

ご
か
い
は
じ
め
）
と
い
い
、
そ
の
起

源
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
鎌
倉
時

代
中
期
、
亀
山
天
皇
（
八
十
八
代
天

皇
）
の
文
永
四
年
（
一
二
六
七
年
）

に
は
一
月
十
五
日
に
宮
中
で
歌
御
会

が
行
わ
れ
た
と
の
記
録
も
あ
る
そ
う

で
す
。
以
後
、
年
の
始
め
の
歌
会
の

記
録
が
断
続
的
に
見
受
け
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
現
在
の
歌
会
始
の
も
と
は

遅
く
と
も
こ
の
時
代
ま
で
遡
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。 

歌
聖
と
も
称
え
ら
れ
る
後
鳥
羽
天

皇
は
、
亀
山
天
皇
の
わ
ず
か
四
十
年

前
に
は
京
都
に
お
い
て
、
盛
ん
に
歌

会
を
開
き
、
古
今
の
秀
歌
を
ま
と
め

た
「
新
古
今
和
歌
集
」
を
編
纂
、
さ

ら
に
和
歌
所
の
設
置
な
ど
精
力
的
な

活
躍
を
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
日
も
続

く
歌
会
始
に
、
後
鳥
羽
天
皇
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。 

シ
リ
ー
ズ 

隱
岐
神
社
の
由
緒
⑤ 

隠
岐
神
社
特
別
会
員
の
ご
案
内 

 

年
会
費
三
、
〇
〇
〇
円 

隠
岐
神
社
を
支
え
て
い
た
だ
け
る
特

別
会
員
を
募
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

問
合
せ
先 

 
 

 

隠
岐
神
社
奉
賛
会 

 
 

 

電
話0

8
5
1
4
-2

-0
4
6
4

 

※
例
祭
の
ご
案
内
を
致
し
ま
す
。 

※
社
報
を
毎
号
お
届
け
し
ま
す
。 

  



 
神
社
界
の
活
動 

皇
室
を
う
や
ま
う
活
動 

 

天
皇
陛
下
が
お
ま
つ
り
を
さ
れ
る
神
殿

は
、
皇
居
の
中
に
あ
り
ま
す
。 

宮
内
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
徳
川

幕
府
の
居
城
（
江
戸
城
）
で
あ
っ
た
も
の

が
明
治
元
年
に
皇
居
と
な
り
、
そ
の
内
に

は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
住
居
で
あ
る

御
所
を
は
じ
め
、
諸
行
事
を
行
う
宮
殿
、

宮
内
庁
関
係
の
庁
舎
、
紅
葉
山
御
養
蚕
所

な
ど
の
建
物
が
あ
り
、
そ
の
一
角
に
桃
華

楽
堂
な
ど
の
あ
る
皇
居
東
御
苑
が
あ
る
と

紹
介
し
て
い
ま
す
。 

さ
て
、
皇
居
も
先
の
戦
争
で
被
災
し
ま

し
た
が
、
終
戦
直
後
の
十
二
月
、
宮
城
県

内
の
有
志
が
被
災
修
理
の
た
め
奉
仕
活
動

を
申
し
出
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
皇
室

を
敬
う
有
志
に
よ
る
、
皇
居
勤
労
奉
仕
が

続
い
て
い
ま
す
。
歴
代
天
皇
を
お
ま
つ
り

す
る
隠
岐
神
社
で
も
、
島
根
県
の
青
年
神

職
の
代
表
と
し
て
、
こ
の
二
月
に
禰
宜
が

奉
仕
を
致
し
ま
し
た
。 

 

日
本
の
祝
日
の
意
味
を
伝
え
る
活
動 

世
界
の
国
々
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化

や
歴
史
に
由
来
し
た
特
別
な
日
を
「
祝
日
」

と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。
日
本
も
明
治
時

代
に
現
在
の
七
曜
に
移
っ
た
後
こ
れ
に
な

ら
っ
て
、
お
祭
り
を
す
る
日
「
祭
日
」
、

と
お
祝
い
を
す
る
日
「
祝
日
」
を
定
め
ま

し
た
。
以
後
、
こ
の
祭
日
・
祝
日
は
定
着

し
て
い
ま
し
た
が
、
敗
戦
の
後
の
占
領
下

で
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
法
律
を
つ
く
り
、

今
日
の
祝
日
を
定
め
ま
し
た
。 

こ
の
法
律
で
は
祝
日
を
、
「
美
し
い
風

習
を
そ
だ
て
つ
つ
、
よ
り
よ
き
社
会
、
よ

り
豊
か
な
生
活
を
築
き
上
げ
る
た
め
に
、

こ
こ
に
国
民
こ
ぞ
っ
て
祝
い
、
感
謝
し
、

ま
た
は
記
念
す
る
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

祝
日
の
伝
統
行
事
は
、
地
域
の
料
理
と
も

関
わ
り
が
深
く
、
故
郷
で
の
楽
し
い
思
い

出
を
つ
く
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

         

隠
岐
神
社
の
活
動 

（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
～
二
十
三
年
二
月
） 

 

◆
十
二
月
二
日
、
海
士
小
の
社
会
科
の
授
業
に

村
尾
禰
宜
が
出
講 

◆
十
二
月
七
日
、
出
雲
市
で
開
催
さ
れ
た
島
根

県
敬
神
婦
人
大
会
に
村
尾
宮
司
、
村
尾
職
員

が
出
席 

◆
十
二
月
十
五
日
、
隠
岐
神
社
役
員
、
奉
賛
会

役
員
の
合
同
会
を
開
催 

◆
十
二
月
二
十
日
、
後
鳥
羽
天
皇
に
関
す
る
中

学
生
の
総
合
学
習
に
村
尾
禰
宜
が
対
応 

◆
一
月
一
日
、
歳
旦
祭
を
斎
行 

◆
一
月
七
日
、
裏
参
道
の
倒
木
除
去
作
業 

◆
一
月
二
十
七
日
、
神
社
庁
新
年
祭
に
村
尾
宮

司
が
参
列 

◆
一
月
二
十
七
日
、
神
社
庁
講
師
会
議
に
村
尾

禰
宜
が
出
席 

◆
二
月
二
日
、
防
火
設
備
点
検 

◆
二
月
二
日
、
後
鳥
羽
天
皇
に
関
す
る
福
井
小

の
総
合
学
習
に
村
尾
禰
宜
が
対
応 

◆
二
月
四
日
、
月
次
祭
を
斎
行 

◆
二
月
五
日
、
神
社
庁
の
祭
式
助
教
研
修
会
を

村
尾
宮
司
が
受
講 

◆
二
月
六
日
、
町
内
の
神
社
と
祭
り
に
関
す
る

中
学
生
の
総
合
学
習
に
村
尾
禰
宜
が
対
応 

◆
二
月
十
九
日
、
島
根
県
神
道
青
年
協
議
会
の

竹
島
領
土
平
安
祈
願
祭
並
び
に
領
土
問
題

研
修
会
に
村
尾
宮
司
と
村
尾
禰
宜
が
宇
受

賀
命
神
社
の
総
代
等
と
と
も
に
参
列 

◆
二
月
二
十
～
二
十
四
日
、
神
道
政
治
連
盟
主

催
の
皇
居
勤
労
奉
仕
に
村
尾
禰
宜
が
参
加 

◆
社
報
七
号
に
し
て
、
役
員
・
総

代
か
ら
の
進
言
も
あ
り
、
初
の
試

み
で
あ
る
町
内
全
戸
配
布
を
い
た

し
ま
し
た
。
年
に
一
度
程
度
は
実

施
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

◆
歳
旦
祭
の
斎
行
に
際
し
て
は
、
町
内
の

有
志
の
方
に
よ
り
、
境
内
清
掃
、
篝
火
焚

き
、
新
春
祈
祷
の
受
付
を
奉
仕
い
た
だ
き

ま
し
た
。
紙
面
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

◆
今
年
の
冬
は
予
想
外
の
豪
雪
に
見
舞
わ

れ
、
特
に
山
陰
地
方
は
甚
大
な
被
害
を
受

け
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
も
、
島
前
の

神
社
に
は
目
立
っ
た
被
害
が
な
く
、
こ
れ

も
氏
子
・
崇
敬
者
の
日
ご
ろ
の
信
心
・
奉

仕
が
天
に
届
い
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。 

◆
隠
岐
神
社
で
は
島
内
の
小
中
学
校
が
写

生
大
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、

海
士
小
四
年
生
の
村
尾
和
葉
さ
ん
の
描
い

た
「
隠
岐
神
社
の
石
灯
籠
」
が
、
島
前
図

画
作
品
展
に
お
い
て
特
選
を
受
賞
し
ま
し

た
の
で
紹
介
し
ま
す
。 

          

１月 １日  元旦 
第二月曜 成人の日 

２月１１日  建国記念の日 
３月２１日頃 春分の日 
４月２９日  昭和の日 
５月 ３日  憲法記念日 
   ４日  みどりの日 
   ５日  こどもの日 
７月第三月曜 海の日 
９月第三月曜 敬老の日 

   ２３日頃 秋分の日 
１０月第二月曜 体育の日 
１１月 ３日  文化の日 
   ２３日  勤労感謝の日 
１２月２３日  天皇誕生日 

●
祝
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う 


