
大
道
●
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。元
日
の
午
前
０
時
、厳
か
に
打
ち
鳴

ら
さ
れ
る
新
年
初
太
鼓
の
響
き
の
中
で
年
が

改
ま
る
と
と
も
に
、大
勢
の
参
拝
者
で
い
っ
ぱ

い
に
な
る
近
江
神
宮
の
初
詣
風
景
。湖
国
の
初

春
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
華
や
い
だ
雰
囲
気

に
包
ま
れ
ま
す
。産
業
・
文
化
・
学
芸
の
神
様

と
し
て
崇
敬
を
集
め
る
近
江
神
宮
に
は
、県
内

企
業
の
方
々
も
初
詣
し
て
一
年
間
の
弥
栄
を

祈
念
さ
れ
る
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。私
た
ち

滋
賀
県
民
に
と
っ
て
、近
江
神
宮
は
格
別
の
存

在
で
あ
り
、滋
賀
全
体
を
見
守
っ
て
お
ら
れ
る

よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

佐
藤
■
そ
う
お
思
い
の
方
が
多
く
お
ら
れ
る
の

は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。当

社
は
宮
中
よ
り
勅
使
が
来
ら
れ
る
県
内
唯
一

の
勅
祭
社
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、ご
祭
神
が
近

江
大
津
宮
を
造
営
さ
れ
た
天
智
天
皇
で
あ
る

こ
と
も
大
き
な
理
由
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。大
津

宮
は
別
名「
志
賀
の
都
」と
歌
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、滋
賀
県
の
発
展
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。

大
道
●
飛
鳥
か
ら
の
遷
都
の
理
由
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、友
好
関
係
に
あ
っ
た
百
済
が
新
羅

と
唐
の
連
合
軍
に
攻
め
ら
れ
、そ
こ
に
援
軍
を

送
っ
た
も
の
の
白
村
江
で
敗
れ
、新
羅
や
唐
が

わ
が
国
に
も
襲
来
す
る
と
い
う
危
機
感
と
関

連
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

佐
藤
■
こ
の
国
難
に
際
し
て
、天
智
天
皇
は

湖
と
山
に
囲
ま
れ
た
要
害
の
地
で
あ
る
大
津

へ
の
遷
都
を
決
断
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
り
ま

す
。時
は
６
６
７
年
。琵
琶
湖
の
眺
望
も
美
し

い
こ
の
地
に
大
津
宮
が
築
か
れ
、こ
こ
で
正
式

に
ご
即
位
な
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、祖
国
滅
亡

に
よ
り
渡
来
し
た
百
済
の
先
進
文
化
が
高
い

レ
ベ
ル
で
開
花
し
ま
し
た
。そ
ん
な
往
時
の
大

津
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。大
津
の

街
や
滋
賀
の
地
へ
の
愛
着
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
深
ま
る
は
ず
で
す
。

大
道
●
滋
賀
に
生
ま
れ
育
っ
た
身
と
し
て
誇

ら
し
い
の
は
、古
代
朝
廷
に
よ
る
最
初
の
法
令

と
さ
れ
る
近
江
令
が
こ
の
地
で
施
行
さ
れ
た

こ
と
で
す
。佐
藤
宮
司
が
お
話
し
さ
れ
た
渡
来

人
と
の
交
流
と
い
い
、法
治
国
家
の
基
盤
整
備

と
い
い
、「
国
の
骨
格
づ
く
り
」が
こ
の
大
津
で

始
ま
っ
た
こ
と
を
、私
た
ち
は
も
っ
と
誇
り
に

思
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。こ
ん
な
歴
史
認
識
に

こ
そ
、湖
国
の
未
来
を
紡
ぐ
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

佐
藤
■
天
智
天
皇
の
遷
都
か
ら
近
江
の
発
展

が
始
ま
っ
た
と
い
う
認
識
は
、地
域
の
人
々

に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、１
９
０
８（
明
治

41
）年
の
大
津
市
市
制
10
周
年
を
機
に
、滋

賀
県
民
の
間
か
ら
大
津
宮
跡
に
天
智
天
皇
を

祀
る
神
宮
の
創
建
運
動
が
高
ま
り
、昭
和
に

な
っ
て
か
ら
近
江
神
宮
創
建
の
ご
勅
許
を
賜

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。当
時
、当
社
創
建
に
寄

せ
る
国
の
思
い
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、

１
９
４
０（
昭
和
15
）年
の
ご
鎮
座
に
先
立
つ

構
想
で
は
、明
治
神
宮
に
匹
敵
す
る
広
大
な

境
内
地
を
有
し
、琵
琶
湖
を
一
望
す
る
高
台

に
社
殿
や
楼
門
を
広
げ
る
壮
大
な
プ
ラ
ン

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

大
道
●
近
江
神
宮
の
創
建
は
あ
る
種
の
国
家

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

佐
藤
■
そ
の
後
、激
動
の
時
代
の
中
で
初
期
構

想
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、建
築
美

へ
の
思
い
を
凝
ら
し
て
建
造
さ
れ
た
社
は
美

し
く
、建
築
家
な
ど
専
門
家
の
方
か
ら
は「
希

に
見
る
名
建
築
」と
称
賛
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
道
●
神
社
建
築
に
は
大
社
造
り
、春
日
造

り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
が
あ
り
ま
す
が
、

近
江
神
宮
の
建
築
は
そ
の
枠
で
は
く
く
れ
な

い
独
自
の
様
式
で
、近
江
造
り
と
も
昭
和
造
り

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。近
代
神
社

建
築
の
代
表
作
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤
■
外
拝
殿
と
内
拝
殿
を
中
庭
で
隔
て
て
、

周
囲
に
回
廊
を
配
す
る
空
間
構
成
の
優
美
さ
。

回
廊
に
連
な
る
細
め
の
丸
柱
等
へ
の
配
慮
や
、

曲
線
美
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
る
繊
細
な

情
緒
。内
外
拝
殿
に
設
け
ら
れ
た
絢
爛
た
る

格
天
井
。細
や
か
な
美
意
識
が
細
部
に
ま
で

凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、ご
参
拝
の
折
に

は
そ
の
美
し
さ
も
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

を
利
用
し
た
水
時
計
の
一
種
で
、当
時
の
役

人
の
時
間
を
正
す
た
め
に
、６
７
１
年
に
天
智

天
皇
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。古
代
国
家
で
最

も
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
担
っ
た
陰
陽
寮
の

所
轄
で
す
か
ら
、正
確
に
時
を
刻
む
こ
と
が
当

時
い
か
に
重
視
さ
れ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。大

正
期
に
は
漏
刻
の
設
置
日
で
あ
る
６
月
10
日

が「
時
の
記
念
日
」に
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、戦

後
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、大
津
市
や

子
午
線
が
通
る
明
石
市
な
ど
、ご
く
少
数
で

す
が
、そ
の
精
神
を
伝
え
続
け
て
い
ま
す
。当

社
で
は
、毎
年
そ
の
日
に「
漏
刻
祭
」を
執
り

行
っ
て
い
ま
す
が
、昨
年
は
明
石
市
立
天
文
科

学
館
で
初
め
て
祭
事
を
再
現
し
ま
し
た
。「
時

の
ま
ち
」と
し
て
の
連
携
を
今
後
も
続
け
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
道
●「
時
」を
通
じ
て
の
交
流
が
深
ま
る
こ

と
で「
時
の
大
切
さ
」の
認
識
が
多
く
の
方
々

に
広
ま
る
と
い
い
で
す
ね
。

佐
藤
■
時
の
流
れ
は
１
３
７
億
年
前
に
宇
宙

が
誕
生
し
た
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
１
秒

も
狂
い
ま
せ
ん
。そ
の
揺
る
ぎ
な
さ
や
概
念
は

ま
さ
に
論
理
思
考
の
根
幹
で
あ
り
、社
会
文

化
発
展
の
源
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。人
類
は
歴

史
の
中
で
科
学
技
術
を
生
み
出
し
ま
し
た
が
、

平
和
な
世
の
中
を
つ
く
る
た
め
に
も
、こ
の

「
時
の
大
切
さ
」を
見
直
し
て
科
学
技
術
を
戦

争
に
使
わ
な
い
と
い
う
考
え
に
つ
な
が
っ
て
い

け
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
道
●
深
遠
な
お
考
え
で
す
ね
。近
江
神
宮

境
内
に
あ
る「
時
計
館
宝
物
館
」で
は
わ
が
国

最
古
の
懐
中
時
計
や
貴
重
な
和
時
計
な
ど

２
３
０
０
点
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら

に
は
、機
械
時
計
の
技
術
等
を
教
え
る「
近
江

時
計
眼
鏡
宝
飾
専
門
学
校
」を
境
内
に
設
け
、

佐
藤
宮
司
が
校
長
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

佐
藤
■
か
つ
て
社
会
の
要
請
に
応
え
る
た
め
、

時
計
職
人
を
育
て
る
た
め
に
時
計
組
合
の

要
望
で
設
立
し
ま
し
た
。い
ま
で
は
機
械
時

計
の
技
術
を
守
る
最
後
の
砦
に
な
っ
て
い
ま

す
。科
学
技
術
と
い
え
ば
、昨
年
、ノ
ー
ベ
ル

賞
生
理
学
・
医
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
大
村

智
・
北
里
大
学
特
別
栄
誉
教
授
が
、お
弟
子

さ
ん
に
贈
呈
さ
れ
た
色
紙
を
報
道
陣
に
披

露
し
て
い
る
の
を
見
て
、心
打
た
れ
ま
し
た
。

記
さ
れ
て
い
た
言
葉
は「
敬
神
崇
祖
」。神
を

敬
い
、祖
先
を
崇
め
る
と
い
う
神
道
の
根
幹

精
神
で
す
。最
先
端
に
挑
ま
れ
る
科
学
者
が

日
本
人
の
継
承
し
て
き
た〝
心
の
在
り
方
〞

を
踏
ま
え
て
お
ら
れ
る
と
知
り
、う
れ
し
く

思
い
ま
し
た
。

大
道
●
自
然
や
宇
宙
な
ど
人
知
を
超
え
た
存

在
へ
の
謙
虚
さ
。先
人
か
ら
の
恩
恵
に
感
謝
す

る
素
直
さ
。敬
神
崇
祖
の
念
は
、宗
教
を
超
え

て
私
た
ち
の
本
能
の
よ
う
な
も
の
だ
と
感
じ

ま
す
。た
だ
、現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
、神
道
が
説
く「
清
く
明
る
く
正
し
い
」理
想

の
生
き
方
は
な
か
な
か
実
現
で
き
ま
せ
ん
。

佐
藤
■
日
本
人
は
清
浄
、清
廉
を
尊
び
、心
身

の
不
浄
を
浄
化
す
る「
禊
ぎ
」の
文
化
を
育
て

ま
し
た
。「
心
は
形
を
現
し
、形
は
心
を
規
制

す
る
」と
神
道
は
教
え
ま
す
。身
を
常
に
清
め

る
文
化
が
水
に
恵
ま
れ
た
国
な
ら
で
は
の
朝

の
洗
顔
、夜
の
入
浴
の
風
習
で
あ
る
よ
う
に
、

神
社
へ
の
参
拝
は
心
を
清
め
る
た
め
の
文
化

だ
と
い
え
ま
す
。心
が
清
ら
か
で
あ
れ
ば
、美

し
い
言
霊
し
か
口
か
ら
発
せ
ず
、争
い
も
起
き

ま
せ
ん
。皆
さ
ま
も
ぜ
ひ
、こ
の
一
年
を
清
ら

か
な
正
し
い
心
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

大
道
●
身
に
し
み
る
お
言
葉
で
す
。２
０
１
６

年
も
当
行
は
清
く
、明
る
く
、正
し
く
務
め
て

ま
い
る
決
意
で
す
。本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

大
道
●
境
内
に
多
く
の
句
碑
や
歌
碑
が
た

た
ず
む
風
情
に
も
心
が
洗
わ
れ
ま
す
。私
が

特
に
好
き
な
の
は
、柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ

「
淡
海
の
海 

夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば 

情
も
し

の
に
古
思
ほ
ゆ
」の
歌
碑
で
、こ
の
地
か
ら
望
む

琵
琶
湖
の
儚
げ
な
夕
景
が
目
に
浮
か
ん
で
き

ま
す
。歌
と
い
え
ば
、天
智
天
皇
が
詠
ま
れ
た

「
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
庵
の
苫
を
あ
ら
み 

わ
が

衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ
」の
歌
が
、13
世
紀
初

め
に
藤
原
定
家
が
編
ん
だ「
小
倉
百
人
一
首
」

の
第
一
番
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、近
江

神
宮
は「
歌
か
る
た
の
聖
地
」と
し
て
崇
敬
を

集
め
ら
れ
、そ
れ
に
ち
な
ん
だ「
競
技
か
る
た
」

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤
■
近
江
神
宮
の
か
る
た
行
事
は
、１
月

の
か
る
た
名
人
位
・
ク
イ
ー
ン
位
決
定
戦
、か

る
た
開
き
の
儀
を
執
り
行
う
近
江
神
宮
か
る

た
祭
、高
松
宮
記
念
杯 

近
江
神
宮
全
国
競
技

か
る
た
大
会
に
始
ま
り
、２
月
に
は
県
の
か
る

た
大
会
、３
月
は
小
・
中
学
生
、７
月
は
全
国

高
等
学
校
か
る
た
選
手
権
、８
月
は
全
国
大

学
か
る
た
選
手
権
大
会
な
ど
、年
間
を
通
じ

て
さ
ま
ざ
ま
な
大
会
が
催
さ
れ
、境
内
は
若
い

熱
気
で
あ
ふ
れ
ま
す
。

大
道
●
競
技
か
る
た
を
題
材
に
し
た
少
女
漫
画

『
ち
は
や
ふ
る
』の
ブ
レ
イ
ク
に
よ
っ
て
、競
技
か

る
た
が
一
躍
若
い
世
代
の
注
目
を
集
め
、作
品
の

舞
台
と
し
て
登
場
す
る
近
江
神
宮
が
フ
ァ
ン
に

と
っ
て
の〝
聖
地
〞に
も
な
っ
た
こ
と
か
ら
、観
光

ま
ち
お
こ
し
の
気
運
が
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
２
年
に
は
、び
わ
湖
大
津
観
光
協
会
等

を
中
心
に「
ち
は
や
ふ
る
・
大
津
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

実
行
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、京
阪
電
車
が
石
山

坂
本
線
で
ラ
ッ
ピ
ン
グ
電
車
を
走
ら
せ
る
な
ど
、

熱
心
な
取
り
組
み
が
続
い
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

佐
藤
■
当
社
で
行
う
か
る
た
競
技
の
参
加
者

も
３
倍
く
ら
い
に
増
え
て
い
ま
す
。競
技
会
場

に
充
て
て
い
る
境
内
の
会
合
・
宿
泊
施
設
、近
江

勧
学
館
だ
け
で
は
開
催
で
き
な
く
な
り
、小
学

校
の
体
育
館
な
ど
周
辺
施
設
を
お
借
り
す
る

よ
う
な
状
況
で
す
。仮
設
会
場
用
に
畳
を
レ
ン

タ
ル
す
る
の
に
も
ひ
と
苦
労
。大
勢
の
か
る
た

フ
ァ
ン
が「
歌
か
る
た
の
聖
地
大
津
で
競
技
し

た
い
」と
殺
到
さ
れ
る
様
子
に
驚
い
て
い
ま
す
。

大
道
●
境
内
で「
ち
は
や
ふ
る
名
場
面
総
選

挙
・
複
製
原
画
展
」が
催
さ
れ
、ヒ
ロ
イ
ン
の
袴

姿
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
貸
し
出
さ
れ
る
な
ど
、

ブ
ー
ム
の
中
心
地
に
ふ
さ
わ
し
く
大
津
の
観

光
ま
ち
お
こ
し
に
貢
献
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ブ
ー
ム
は
ま
だ
続
き
そ
う
で
す
か
。

佐
藤
■
実
写
版
の
映
画
が
今
春
公
開
さ
れ
ま

す
か
ら
、さ
ら
に
加
熱
す
る
と
思
い
ま
す
。昨

年
、そ
の
撮
影
が
当
社
や
県
内
の
宿
泊
施
設
、

学
校
な
ど
で
１
週
間
ほ
ど
行
わ
れ
て
話
題
に

な
り
ま
し
た
。こ
の
熱
気
を
滋
賀
の
観
光
振
興

に
役
立
て
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、当
社
も
で
き

る
限
り
協
力
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
道
●
古
代
に
大
津
の
礎
を
築
か
れ
た
天
智

天
皇
ゆ
か
り
の
近
江
神
宮
が
、21
世
紀
の
大

津
の
振
興
を
担
わ
れ
る
。不
思
議
な
ご
縁
を

感
じ
ま
す
。私
は
近
江
神
宮
に
事
務
局
を
置

く「
時
を
守
る
会
」の
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
、時
間
の
大
切
さ
を
啓
蒙
す
る
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、こ
れ
も
、日
本
初

の
時
計
で
あ
る
漏
刻
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た

天
智
天
皇
の
偉
業
が
ご
縁
で
す
。

佐
藤
■
漏
刻
は
一
定
速
度
で
流
れ
落
ち
る
水

近
江
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た

大
津
宮
ゆ
か
り
の
神
社

滋
賀
県
民
の
熱
い
思
い
が

近
江
神
宮
の
創
建
に
つ
な
が
る

近
江
神
宮
は
全
国
に
16
社
し
か
な
い
勅
祭
社
の
一
つ
。昭
和
の
創
建
な
が
ら
春
日
大
社
や
出
雲

大
社
と
同
格
の
格
式
を
持
つ
。こ
の
近
江
を
代
表
す
る
神
域
は
、大
津
の
街
が
生
ま
れ
た
起
源

と
深
く
関
わ
り
、い
ま
も
滋
賀
の
発
展
を
担
っ
て
い
る
。

▶interviewer

頭取  大道 良夫

宮司

佐藤 久忠氏

近江神宮

1935年、秋田県生まれ。59年、國學院大學神道専
攻科卒業。明治神宮の禰宜（ねぎ）、教学部長を経
て、88年、近江神宮宮司に着任。社会福祉法人近
江神宮仁愛会理事長、財団法人天智聖徳文教財団
理事長、近江時計眼鏡宝飾専門学校校長等を兼務。

近江神宮 宮司
佐藤 久忠（さとう・ひさただ）氏

神
社
に
詣
で
て
心
を
清
め
る
風
習
は

清
廉
を
尊
ぶ
日
本
人
が
育
て
た
伝
統
文
化
。

神
社
に
詣
で
て
心
を
清
め
る
風
習
は

清
廉
を
尊
ぶ
日
本
人
が
育
て
た
伝
統
文
化
。

朱色が美しい楼門を背景に

い
や
さ
か

お
お
つ
の
み
や

い
し
ず
え

ち
ょ
く
さ
い
し
ゃ

ち
ょ
く
し

く
だ
ら

し
ら
ぎ

は
く
そ
ん
こ
う

お
う
み
り
ょ
う

は

ま
つ

ま
れ

げ 

は
い
で
ん

け
ん
ら
ん

ご
う
て
ん
じ
ょ
う

04 かけはし  2016.1 032016.1  かけはし



大
道
●
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。元
日
の
午
前
０
時
、厳
か
に
打
ち
鳴

ら
さ
れ
る
新
年
初
太
鼓
の
響
き
の
中
で
年
が

改
ま
る
と
と
も
に
、大
勢
の
参
拝
者
で
い
っ
ぱ

い
に
な
る
近
江
神
宮
の
初
詣
風
景
。湖
国
の
初

春
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
華
や
い
だ
雰
囲
気

に
包
ま
れ
ま
す
。産
業
・
文
化
・
学
芸
の
神
様

と
し
て
崇
敬
を
集
め
る
近
江
神
宮
に
は
、県
内

企
業
の
方
々
も
初
詣
し
て
一
年
間
の
弥
栄
を

祈
念
さ
れ
る
と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。私
た
ち

滋
賀
県
民
に
と
っ
て
、近
江
神
宮
は
格
別
の
存

在
で
あ
り
、滋
賀
全
体
を
見
守
っ
て
お
ら
れ
る

よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

佐
藤
■
そ
う
お
思
い
の
方
が
多
く
お
ら
れ
る
の

は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。当

社
は
宮
中
よ
り
勅
使
が
来
ら
れ
る
県
内
唯
一

の
勅
祭
社
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、ご
祭
神
が
近

江
大
津
宮
を
造
営
さ
れ
た
天
智
天
皇
で
あ
る

こ
と
も
大
き
な
理
由
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。大
津

宮
は
別
名「
志
賀
の
都
」と
歌
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、滋
賀
県
の
発
展
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。

大
道
●
飛
鳥
か
ら
の
遷
都
の
理
由
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、友
好
関
係
に
あ
っ
た
百
済
が
新
羅

と
唐
の
連
合
軍
に
攻
め
ら
れ
、そ
こ
に
援
軍
を

送
っ
た
も
の
の
白
村
江
で
敗
れ
、新
羅
や
唐
が

わ
が
国
に
も
襲
来
す
る
と
い
う
危
機
感
と
関

連
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

佐
藤
■
こ
の
国
難
に
際
し
て
、天
智
天
皇
は

湖
と
山
に
囲
ま
れ
た
要
害
の
地
で
あ
る
大
津

へ
の
遷
都
を
決
断
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
り
ま

す
。時
は
６
６
７
年
。琵
琶
湖
の
眺
望
も
美
し

い
こ
の
地
に
大
津
宮
が
築
か
れ
、こ
こ
で
正
式

に
ご
即
位
な
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、祖
国
滅
亡

に
よ
り
渡
来
し
た
百
済
の
先
進
文
化
が
高
い

レ
ベ
ル
で
開
花
し
ま
し
た
。そ
ん
な
往
時
の
大

津
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。大
津
の

街
や
滋
賀
の
地
へ
の
愛
着
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
深
ま
る
は
ず
で
す
。

大
道
●
滋
賀
に
生
ま
れ
育
っ
た
身
と
し
て
誇

ら
し
い
の
は
、古
代
朝
廷
に
よ
る
最
初
の
法
令

と
さ
れ
る
近
江
令
が
こ
の
地
で
施
行
さ
れ
た

こ
と
で
す
。佐
藤
宮
司
が
お
話
し
さ
れ
た
渡
来

人
と
の
交
流
と
い
い
、法
治
国
家
の
基
盤
整
備

と
い
い
、「
国
の
骨
格
づ
く
り
」が
こ
の
大
津
で

始
ま
っ
た
こ
と
を
、私
た
ち
は
も
っ
と
誇
り
に

思
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。こ
ん
な
歴
史
認
識
に

こ
そ
、湖
国
の
未
来
を
紡
ぐ
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

佐
藤
■
天
智
天
皇
の
遷
都
か
ら
近
江
の
発
展

が
始
ま
っ
た
と
い
う
認
識
は
、地
域
の
人
々

に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、１
９
０
８（
明
治

41
）年
の
大
津
市
市
制
10
周
年
を
機
に
、滋

賀
県
民
の
間
か
ら
大
津
宮
跡
に
天
智
天
皇
を

祀
る
神
宮
の
創
建
運
動
が
高
ま
り
、昭
和
に

な
っ
て
か
ら
近
江
神
宮
創
建
の
ご
勅
許
を
賜

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。当
時
、当
社
創
建
に
寄

せ
る
国
の
思
い
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、

１
９
４
０（
昭
和
15
）年
の
ご
鎮
座
に
先
立
つ

構
想
で
は
、明
治
神
宮
に
匹
敵
す
る
広
大
な

境
内
地
を
有
し
、琵
琶
湖
を
一
望
す
る
高
台

に
社
殿
や
楼
門
を
広
げ
る
壮
大
な
プ
ラ
ン

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

大
道
●
近
江
神
宮
の
創
建
は
あ
る
種
の
国
家

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

佐
藤
■
そ
の
後
、激
動
の
時
代
の
中
で
初
期
構

想
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、建
築
美

へ
の
思
い
を
凝
ら
し
て
建
造
さ
れ
た
社
は
美

し
く
、建
築
家
な
ど
専
門
家
の
方
か
ら
は「
希

に
見
る
名
建
築
」と
称
賛
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
道
●
神
社
建
築
に
は
大
社
造
り
、春
日
造

り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
が
あ
り
ま
す
が
、

近
江
神
宮
の
建
築
は
そ
の
枠
で
は
く
く
れ
な

い
独
自
の
様
式
で
、近
江
造
り
と
も
昭
和
造
り

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。近
代
神
社

建
築
の
代
表
作
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

佐
藤
■
外
拝
殿
と
内
拝
殿
を
中
庭
で
隔
て
て
、

周
囲
に
回
廊
を
配
す
る
空
間
構
成
の
優
美
さ
。

回
廊
に
連
な
る
細
め
の
丸
柱
等
へ
の
配
慮
や
、

曲
線
美
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
る
繊
細
な

情
緒
。内
外
拝
殿
に
設
け
ら
れ
た
絢
爛
た
る

格
天
井
。細
や
か
な
美
意
識
が
細
部
に
ま
で

凝
ら
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、ご
参
拝
の
折
に

は
そ
の
美
し
さ
も
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

を
利
用
し
た
水
時
計
の
一
種
で
、当
時
の
役

人
の
時
間
を
正
す
た
め
に
、６
７
１
年
に
天
智

天
皇
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。古
代
国
家
で
最

も
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
担
っ
た
陰
陽
寮
の

所
轄
で
す
か
ら
、正
確
に
時
を
刻
む
こ
と
が
当

時
い
か
に
重
視
さ
れ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。大

正
期
に
は
漏
刻
の
設
置
日
で
あ
る
６
月
10
日

が「
時
の
記
念
日
」に
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、戦

後
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、大
津
市
や

子
午
線
が
通
る
明
石
市
な
ど
、ご
く
少
数
で

す
が
、そ
の
精
神
を
伝
え
続
け
て
い
ま
す
。当

社
で
は
、毎
年
そ
の
日
に「
漏
刻
祭
」を
執
り

行
っ
て
い
ま
す
が
、昨
年
は
明
石
市
立
天
文
科

学
館
で
初
め
て
祭
事
を
再
現
し
ま
し
た
。「
時

の
ま
ち
」と
し
て
の
連
携
を
今
後
も
続
け
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
道
●「
時
」を
通
じ
て
の
交
流
が
深
ま
る
こ

と
で「
時
の
大
切
さ
」の
認
識
が
多
く
の
方
々

に
広
ま
る
と
い
い
で
す
ね
。

佐
藤
■
時
の
流
れ
は
１
３
７
億
年
前
に
宇
宙

が
誕
生
し
た
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
１
秒

も
狂
い
ま
せ
ん
。そ
の
揺
る
ぎ
な
さ
や
概
念
は

ま
さ
に
論
理
思
考
の
根
幹
で
あ
り
、社
会
文

化
発
展
の
源
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。人
類
は
歴

史
の
中
で
科
学
技
術
を
生
み
出
し
ま
し
た
が
、

平
和
な
世
の
中
を
つ
く
る
た
め
に
も
、こ
の

「
時
の
大
切
さ
」を
見
直
し
て
科
学
技
術
を
戦

争
に
使
わ
な
い
と
い
う
考
え
に
つ
な
が
っ
て
い

け
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
道
●
深
遠
な
お
考
え
で
す
ね
。近
江
神
宮

境
内
に
あ
る「
時
計
館
宝
物
館
」で
は
わ
が
国

最
古
の
懐
中
時
計
や
貴
重
な
和
時
計
な
ど

２
３
０
０
点
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら

に
は
、機
械
時
計
の
技
術
等
を
教
え
る「
近
江

時
計
眼
鏡
宝
飾
専
門
学
校
」を
境
内
に
設
け
、

佐
藤
宮
司
が
校
長
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

佐
藤
■
か
つ
て
社
会
の
要
請
に
応
え
る
た
め
、

時
計
職
人
を
育
て
る
た
め
に
時
計
組
合
の

要
望
で
設
立
し
ま
し
た
。い
ま
で
は
機
械
時

計
の
技
術
を
守
る
最
後
の
砦
に
な
っ
て
い
ま

す
。科
学
技
術
と
い
え
ば
、昨
年
、ノ
ー
ベ
ル

賞
生
理
学
・
医
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
大
村

智
・
北
里
大
学
特
別
栄
誉
教
授
が
、お
弟
子

さ
ん
に
贈
呈
さ
れ
た
色
紙
を
報
道
陣
に
披

露
し
て
い
る
の
を
見
て
、心
打
た
れ
ま
し
た
。

記
さ
れ
て
い
た
言
葉
は「
敬
神
崇
祖
」。神
を

敬
い
、祖
先
を
崇
め
る
と
い
う
神
道
の
根
幹

精
神
で
す
。最
先
端
に
挑
ま
れ
る
科
学
者
が

日
本
人
の
継
承
し
て
き
た〝
心
の
在
り
方
〞

を
踏
ま
え
て
お
ら
れ
る
と
知
り
、う
れ
し
く

思
い
ま
し
た
。

大
道
●
自
然
や
宇
宙
な
ど
人
知
を
超
え
た
存

在
へ
の
謙
虚
さ
。先
人
か
ら
の
恩
恵
に
感
謝
す

る
素
直
さ
。敬
神
崇
祖
の
念
は
、宗
教
を
超
え

て
私
た
ち
の
本
能
の
よ
う
な
も
の
だ
と
感
じ

ま
す
。た
だ
、現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
、神
道
が
説
く「
清
く
明
る
く
正
し
い
」理
想

の
生
き
方
は
な
か
な
か
実
現
で
き
ま
せ
ん
。

佐
藤
■
日
本
人
は
清
浄
、清
廉
を
尊
び
、心
身

の
不
浄
を
浄
化
す
る「
禊
ぎ
」の
文
化
を
育
て

ま
し
た
。「
心
は
形
を
現
し
、形
は
心
を
規
制

す
る
」と
神
道
は
教
え
ま
す
。身
を
常
に
清
め

る
文
化
が
水
に
恵
ま
れ
た
国
な
ら
で
は
の
朝

の
洗
顔
、夜
の
入
浴
の
風
習
で
あ
る
よ
う
に
、

神
社
へ
の
参
拝
は
心
を
清
め
る
た
め
の
文
化

だ
と
い
え
ま
す
。心
が
清
ら
か
で
あ
れ
ば
、美

し
い
言
霊
し
か
口
か
ら
発
せ
ず
、争
い
も
起
き

ま
せ
ん
。皆
さ
ま
も
ぜ
ひ
、こ
の
一
年
を
清
ら

か
な
正
し
い
心
で
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

大
道
●
身
に
し
み
る
お
言
葉
で
す
。２
０
１
６

年
も
当
行
は
清
く
、明
る
く
、正
し
く
務
め
て

ま
い
る
決
意
で
す
。本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

大
道
●
境
内
に
多
く
の
句
碑
や
歌
碑
が
た

た
ず
む
風
情
に
も
心
が
洗
わ
れ
ま
す
。私
が

特
に
好
き
な
の
は
、柿
本
人
麻
呂
が
詠
ん
だ

「
淡
海
の
海 

夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば 

情
も
し

の
に
古
思
ほ
ゆ
」の
歌
碑
で
、こ
の
地
か
ら
望
む

琵
琶
湖
の
儚
げ
な
夕
景
が
目
に
浮
か
ん
で
き

ま
す
。歌
と
い
え
ば
、天
智
天
皇
が
詠
ま
れ
た

「
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
庵
の
苫
を
あ
ら
み 

わ
が

衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ
」の
歌
が
、13
世
紀
初

め
に
藤
原
定
家
が
編
ん
だ「
小
倉
百
人
一
首
」

の
第
一
番
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、近
江

神
宮
は「
歌
か
る
た
の
聖
地
」と
し
て
崇
敬
を

集
め
ら
れ
、そ
れ
に
ち
な
ん
だ「
競
技
か
る
た
」

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤
■
近
江
神
宮
の
か
る
た
行
事
は
、１
月

の
か
る
た
名
人
位
・
ク
イ
ー
ン
位
決
定
戦
、か

る
た
開
き
の
儀
を
執
り
行
う
近
江
神
宮
か
る

た
祭
、高
松
宮
記
念
杯 

近
江
神
宮
全
国
競
技

か
る
た
大
会
に
始
ま
り
、２
月
に
は
県
の
か
る

た
大
会
、３
月
は
小
・
中
学
生
、７
月
は
全
国

高
等
学
校
か
る
た
選
手
権
、８
月
は
全
国
大

学
か
る
た
選
手
権
大
会
な
ど
、年
間
を
通
じ

て
さ
ま
ざ
ま
な
大
会
が
催
さ
れ
、境
内
は
若
い

熱
気
で
あ
ふ
れ
ま
す
。

大
道
●
競
技
か
る
た
を
題
材
に
し
た
少
女
漫
画

『
ち
は
や
ふ
る
』の
ブ
レ
イ
ク
に
よ
っ
て
、競
技
か

る
た
が
一
躍
若
い
世
代
の
注
目
を
集
め
、作
品
の

舞
台
と
し
て
登
場
す
る
近
江
神
宮
が
フ
ァ
ン
に

と
っ
て
の〝
聖
地
〞に
も
な
っ
た
こ
と
か
ら
、観
光

ま
ち
お
こ
し
の
気
運
が
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
２
年
に
は
、び
わ
湖
大
津
観
光
協
会
等

を
中
心
に「
ち
は
や
ふ
る
・
大
津
」キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

実
行
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、京
阪
電
車
が
石
山

坂
本
線
で
ラ
ッ
ピ
ン
グ
電
車
を
走
ら
せ
る
な
ど
、

熱
心
な
取
り
組
み
が
続
い
て
い
る
そ
う
で
す
ね
。

佐
藤
■
当
社
で
行
う
か
る
た
競
技
の
参
加
者

も
３
倍
く
ら
い
に
増
え
て
い
ま
す
。競
技
会
場

に
充
て
て
い
る
境
内
の
会
合
・
宿
泊
施
設
、近
江

勧
学
館
だ
け
で
は
開
催
で
き
な
く
な
り
、小
学

校
の
体
育
館
な
ど
周
辺
施
設
を
お
借
り
す
る

よ
う
な
状
況
で
す
。仮
設
会
場
用
に
畳
を
レ
ン

タ
ル
す
る
の
に
も
ひ
と
苦
労
。大
勢
の
か
る
た

フ
ァ
ン
が「
歌
か
る
た
の
聖
地
大
津
で
競
技
し

た
い
」と
殺
到
さ
れ
る
様
子
に
驚
い
て
い
ま
す
。

大
道
●
境
内
で「
ち
は
や
ふ
る
名
場
面
総
選

挙
・
複
製
原
画
展
」が
催
さ
れ
、ヒ
ロ
イ
ン
の
袴

姿
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
貸
し
出
さ
れ
る
な
ど
、

ブ
ー
ム
の
中
心
地
に
ふ
さ
わ
し
く
大
津
の
観

光
ま
ち
お
こ
し
に
貢
献
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
ブ
ー
ム
は
ま
だ
続
き
そ
う
で
す
か
。

佐
藤
■
実
写
版
の
映
画
が
今
春
公
開
さ
れ
ま

す
か
ら
、さ
ら
に
加
熱
す
る
と
思
い
ま
す
。昨

年
、そ
の
撮
影
が
当
社
や
県
内
の
宿
泊
施
設
、

学
校
な
ど
で
１
週
間
ほ
ど
行
わ
れ
て
話
題
に

な
り
ま
し
た
。こ
の
熱
気
を
滋
賀
の
観
光
振
興

に
役
立
て
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、当
社
も
で
き

る
限
り
協
力
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
道
●
古
代
に
大
津
の
礎
を
築
か
れ
た
天
智

天
皇
ゆ
か
り
の
近
江
神
宮
が
、21
世
紀
の
大

津
の
振
興
を
担
わ
れ
る
。不
思
議
な
ご
縁
を

感
じ
ま
す
。私
は
近
江
神
宮
に
事
務
局
を
置

く「
時
を
守
る
会
」の
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
、時
間
の
大
切
さ
を
啓
蒙
す
る
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、こ
れ
も
、日
本
初

の
時
計
で
あ
る
漏
刻
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た

天
智
天
皇
の
偉
業
が
ご
縁
で
す
。

佐
藤
■
漏
刻
は
一
定
速
度
で
流
れ
落
ち
る
水

『
ち
は
や
ふ
る
』の
聖
地
は

大
津
の
観
光
ま
ち
お
こ
し
を
担
う

人
間
を
正
す「
時
」は

社
会
や
科
学
の
発
展
に
つ
な
が
る

日
本
人
の
心
に
宿
る

「
敬
神
崇
祖
」の
教
え

「歌かるたの聖地」として崇敬を集める天智天皇が設置された水時計にちなんで、毎年「時の記念日」に行われる「漏刻祭」

時計館の展示用漏刻の前で

あ
ふ
み

な

こ
こ
ろ

い
に
し
へ

は
か
な

と
ま

い
ほ

は
か
ま

ろ
う
こ
く

お
ん
み
ょ
う
り
ょ
う

と
り
で

う
や
ま

あ
が

け
い
し
ん
す
う
そ

み
そ

こ
と
だ
ま

ろ
う
こ
く
さ
い

概　要

近江神宮

■所在地/大津市神宮町1-1

■創建/1940年

■ご祭神/天智天皇

■ご神徳/時の祖神、開運・導きの大神、

　文化・学芸・産業守護

■参拝時間/6:00～18:00

■最寄駅からの所要時間/

　・JR「大津京駅」から徒歩20分、タクシー３分

　・京阪電車「近江神宮前駅」から徒歩９分
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