
プロフィル

昭和37年、佐賀県生まれ。國學院大學卒業後、県
立奈良高校教諭等を務め、平成20年4月に春日大
社宮司に就任。花山院家は、藤原道長の孫で関白
師実の次男、左大臣家忠を祖とし、太政大臣にも
就く家で、花山院宮司は第33代当主にあたる。春
日大社宮司としては明治以降で11代目。現在、公
益社団法人南都楽所会長、奈良の鹿愛護会名誉
会長、帝塚山大学特別客員教授なども務める。

プロフィル

昭和26年、三重県名張市生まれ。同45年に伝香寺
住職・徳田明本師の弟子となる。同57年龍谷大学
大学院修士課程卒業。同59年学校法人伝香寺学
園創設（初代理事長）。同64年伝香寺住職及び、い
さがわ幼稚園長拝命。平成7年より唐招提寺執
事、執事長、宗務長を歴任。同28年4月に律宗管長 
唐招提寺八十八世長老を拝命（～令和3年3月）。
平成23年には藍綬褒章を受章。

  　
春
日
大
社
に
は
、
四
柱
の
神
様
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
第
三
殿

が
天
児
屋
根
命
（
あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ

と
）
様
、
第
四
殿
が
そ
の
奥
様
に
あ
た
る

比
売
神
（
ひ
め
が
み
）
様
で
す
。
平
安
時

代
中
期
、
1
0
0
3
年
に
第
四
殿
の
床

に
、
夜
、
ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
も
の
が
現
れ

て
、
そ
こ
か
ら
神
様
が
御
誕
生
さ
れ
た
と

い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

長
雨
が
続
い
て
疫
病
が
は
や
り
、飢
饉（
き

き
ん
）
と
な
り
、
当
時
の
上
皇
や
関
白
、

左
大
臣
は
、
こ
の
若
々
し
い
春
日
の
神
様

に
お
救
い
い
た
だ
こ
う
と
考
え
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
し
っ
か
り
と
お
守
り
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
１
１

３
５
年
2
月
27
日
に
若
宮
様
の
御
殿
が

御
創
建
さ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
長
雨
は
や

み
、
疫
病
や
飢
饉
も
す
べ
て
収
ま
っ
て
、

大
変
豊
作
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
春
日
大
社
に
は
国
宝
が
３
５
４
点
、

重
要
文
化
財
が
1
4
8
2
点
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
、
平
安
時
代
の
「
国
宝
銅
造

狛
犬
（
こ
ま
い
ぬ
）」
は
、
藤
原
頼
長
が

娘
の
多
子
が
皇
后
に
な
れ
る
よ
う
に
と
鳥

羽
上
皇
よ
り
賜
っ
た
も
の
で
す
。
頼
長
は

す
ぐ
に
若
宮
様
へ
御
奉
納
し
て
御
祈
願
し

た
と
こ
ろ
、1
か
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
、

多
子
は
近
衛
天
皇
の
皇
后
に
な
ら
れ
ま

し
た
。
若
宮
様
は
そ
れ
ほ
ど
大
変
お
力

の
強
い
神
様
で
あ
り
ま
す
。

　
春
日
の
信
仰
も
日
本
の
信
仰
の
変
遷

に
そ
い
、
唐
の
天
子
南
面
思
想
か
ら
、

古
代
の
神
山
信
仰
の
復
活
、
神
仏
習
合
、

神
仏
分
離
と
変
化
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

常
に
若
宮
様
の
強
い
お
力
に
守
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
い
う
人
々
の
思
い
か
ら
、
今

ま
で
ず
っ
と
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
若
宮
様
が
、
令
和
4
年
10
月
28

日
に
美
し
く
な
っ
た
御
殿
へ
お
戻
り
に
な
ら

れ
ま
す
。
大
変
め
で
た
い
の
で
す
が
、
私

に
と
っ
て
は
恐
ろ
し
く
も
感
じ
ま
す
。
約

９
０
０
年
の
間
に
何
百
万
人
の
人
が
ぬ
か

ず
い
て
手
を
合
わ
せ
て
必
死
に
な
っ
て
お

祈
り
さ
れ
た
神
様
で
す
。
万
が
一に
も
失

礼
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
怖
い
の
で

す
。
神
様
の
お
そ
ば
で
御
一
緒
す
る
た
め
、

１
か
月
前
か
ら
精
進
潔
斎
に
入
り
、
肉
や

に
お
い
の
強
い
ネ
ギ
な
ど
を
断
ち
ま
す
。

１
週
間
前
か
ら
は
外
界
と
断
っ
て
、
春
日

大
社
の
中
で
参
籠
し
、
御
遷
座
の
準
備
や

お
祈
り
を
重
ね
ま
す
。
そ
し
て
当
日
、
御

仮
殿
か
ら
若
宮
様
の
御
殿
ま
で
の
1
5
0

メ
ー
ト
ル
に
、
清
浄
な
薦
（
こ
も
）
を
敷

き
白
幕
を
張
り
、
神
様
の
世
界
を
作
っ
た

中
を
さ
ら
に
も
う
一つ
お
囲
み
を
し
て
御
遷

座
し
ま
す
。
真
っ
暗
で
目
の
前
は
何
に
も

見
え
ま
せ
ん
が
、
神
様
と
御
一
緒
に
い
る

と
ふ
わ
ふ
わ
と
暖
か
く
感
じ
、
ス
ー
ッ
と

神
様
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
、

本
当
に
不
思
議
な
感
覚
で
す
。
畏
れ
を
感

じ
ま
す
が
、
新
し
い
御
殿
に
お
戻
り
い
た

だ
く
と
い
う
の
は
、
神
職
と
し
て
は
最
高

に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
り
、
約
9
0
0
年

続
く
若
宮
御
造
替
は
20
年
に
1
度
の
本
当

に
大
切
な
御
奉
仕
な
の
で
す
。

基調講演 1
20
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に
1
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御
造
替
」

　
鑑
真
和
上
は
、
戒
律
と
法
華
経
を
日

本
に
伝
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
約

2
0
0
年
前
に
聖
徳
太
子
も
法
華
経
を

広
め
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
実
際
に
実

現
し
た
の
は
、
鑑
真
和
上
が
亡
く
な
っ
て

か
ら
半
世
紀
後
の
最
澄
さ
ん
で
す
。
最

澄
は
、
鑑
真
和
上
と
聖
徳
太
子
が
成
し

遂
げ
よ
う
と
し
た
法
華
経
を
広
め
る
ん

だ
と
い
う
こ
と
で
活
動
を
始
め
、
そ
れ
は

弟
子
た
ち
に
継
承
さ
れ
、
日
本
の
鎌
倉

仏
教
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の

日
本
の
人
々
の
思
い
と
い
う
の
は
、
今
、

私
た
ち
を
助
け
て
く
れ
る
仏
は
誰
な
の

か
、
今
、
直
接
私
た
ち
に
手
を
差
し
伸

べ
て
く
れ
る
の
は
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
、
そ
れ
は
お
地
蔵
様
で
あ
り
、
文
殊

様
で
し
た
。
神
仏
習
合
に
基
づ
く
本
地

垂
迹
（
ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く
）の
考
え
方

で
言
う
と
、
春
日
大
社
の
第
三
殿
の
神

様
の
本
地
仏
は
お
地
蔵
様
で
あ
り
、
若

宮
様
は
文
殊
様
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
、

地
蔵
信
仰
、
文
殊
信
仰
が
非
常
に
強
く

な
り
、
室
町
時
代
に
は
た
く
さ
ん
お
地

蔵
さ
ん
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
純

粋
な
地
蔵
信
仰
プ
ラ
ス
春
日
信
仰
だ
っ
た

ん
で
す
ね
。

　
私
の
寺
坊
で
あ
る
伝
香
寺
の
春
日
地

蔵
様
は
、
衣
が
彫
刻
や
彩
色
で
は
な
く
、

脱
が
せ
る
と
裸
で
あ
る
こ
と
か
ら
別
名

「
は
だ
か
地
蔵
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

1
2
2
8
年
、
興
福
寺
の
83
歳
の
尼
さ

ん
が
、
体
調
を
崩
し
て
春
日
大
社
に
参

籠
で
き
な
く
な
り
寝
床
で
春
日
の
神
様
に

お
会
い
し
た
い
と
言
う
の
で
、
そ
の
当
時

の
一
流
の
仏
師
に
頼
ん
で
作
っ
て
も
ら
っ
た

お
地
蔵
様
で
す
。
像
中
に
は
春
日
の
神

様
が
内
蔵
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
頭
に
は
、

第
一
殿
、
第
二
殿
の
神
様
を
あ
ら
わ
す
お

釈
迦
（
し
ゃ
か
）
様
と
お
薬
師
様
。
第
三

殿
の
神
様
の
本
地
仏
は
お
地
蔵
様
で
す

し
、
左
足
に
は
第
四
殿
の
十
一
面
観
音
様

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
胸
に
は
法
華
経

の
経
本
で
す
。
仏
法
僧
に
分
か
れ
て
入
っ

て
い
た
わ
け
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
日
本
の
歴
史
、
特
に
宗
教

の
歴
史
の
中
で
、
神
道
と
仏
教
と
い
う
の

は
共
に
車
の
車
輪
の
ご
と
く
動
い
て
い
る

ん
で
す
。
そ
し
て
ま
た
人
々
も
両
方
の
車

輪
に
助
け
ら
れ
て
前
に
歩
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ど
ち
ら
か
が
強
く
な
っ
て
道
が
そ

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
歴
史
上
に

多
々
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

皆
様
方
の
心
が
け
、思
い
次
第
で
す
の
で
、

ぜ
ひ
片
一
方
の
車
輪
を
外
す
の
で
は
な
し

に
、
両
方
の
車
輪
を
共
に
心
に
据
え
て
お

参
り
を
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
が
誕
生
し
た
時
、
イ
ン
ド

の
神
様
が
天
上
を
舞
っ
て
喜
ん
だ
と
い
う

物
語
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
も
う
全
て
は

神
、
仏
、
共
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
こ
れ
か
ら
ぜ
ひ
、
そ
の
こ
と
を
心
に

置
い
て
、
皆
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
、
ひ
孫
さ

ん
に
伝
え
て
も
ら
っ
た
ら
あ
り
が
た
い
で

す
し
、
そ
の
気
持
ち
で
ぜ
ひ
奈
良
に
来
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

神
道
と
仏
教
、車
の
両
輪
の
ご
と
く

助
け
ら
れ
前
に
歩
む

唐
招
提
寺
八
十
八
世
長
老

西
山
明
彦
師

に
し
や
ま      

み
ょ
う
げ
ん

春
日
大
社
宮
司

花
山
院
弘
匡

か   

さ
ん
の
い
ん     

ひ
ろ  

た
だ
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慈しみの古都・奈良

春日大社 学びの会春日大社 春日大社 春日大社 春日大社 学びびのびびびのびのび 会の会会会春日大社 学びの会
「若宮御造替」と「神仏のあいだがら」 2022

2022年9月29日（木）13：00開演
よみうり大手町ホール（東京都千代田区大手町）
春日大社、読売新聞社
岩谷産業株式会社、住友電気工業株式会社、ダイキン工業株式会社、関西電力株式会社、サントリーホールディングス株式会社
株式会社大丸松坂屋百貨店、日立造船株式会社、株式会社三菱UFJ銀行

日時

会場

主催

協賛

　約900年続く日本芸能史絵巻の春日若宮おん祭で知られる春日大社の摂社・若宮
社では、令和3年から4年にかけて文化財の御社殿の修理事業が行われました。御社
殿を建て替えのように美しく修理し、神宝や祭器具を新たにする20年に1度の式年造
替（しきねんぞうたい）のためで、若宮社の御造替は平成19年の一之鳥居御修繕から
15年にわたって執り行われた春日大社第六十次式年造替の締めくくりでもあります。
　春日大社と読売新聞社は、この式年造替に合わせ、多くの皆さまに春日大社や南都
七大寺をはじめとする古都・奈良の魅力を伝えるため、令和4年９月29日（木）、よみう
り大手町ホール（東京都千代田区大手町）で講演会を実施いたしました。

　約900年続く日本芸能史絵巻の春日若宮おん祭で知られる春日大社の摂社・若宮
社では、令和3年から4年にかけて文化財の御社殿の修理事業が行われました。御社
殿を建て替えのように美しく修理し、神宝や祭器具を新たにする20年に1度の式年造
替（しきねんぞうたい）のためで、若宮社の御造替は平成19年の一之鳥居御修繕から
15年にわたって執り行われた春日大社第六十次式年造替の締めくくりでもあります。
　春日大社と読売新聞社は、この式年造替に合わせ、多くの皆さまに春日大社や南都
七大寺をはじめとする古都・奈良の魅力を伝えるため、令和4年９月29日（木）、よみう
り大手町ホール（東京都千代田区大手町）で講演会を実施いたしました。

撮影：桑原英文

撮影：桑原英文



花
山
院
　
古
来
、御
蓋（
み
か
さ
）山
、春
日
山
は
平

城
京
を
守
る
神
様
の
お
ら
れ
る
神
山
で
し
た
。人
々
は

神
様
に
守
ら
れ
、自
然
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い

う
信
仰
で
あ
り
ま
す
。平
安
時
代
後
期
か
ら
、上
皇・

関
白
に
よ
る
神
仏
習
合
に
よ
り
、春
日
は
浄
土
で
あ

り
、仏
様
の
世
界
で
も
あ
る
と
い
う
信
仰
が
生
ま
れ
ま

し
た
。春
日
大
社
第一殿
の
武
甕
槌
命（
た
け
み
か
づ
ち

の
み
こ
と
）様
は
釈
迦
如
来
、第
二
殿
の
経
津
主
命（
ふ

つ
ぬ
し
の
み
こ
と
）様
は
薬
師
如
来
、第
三
殿
の
天
児

屋
根
命（
あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
）様
は
地
蔵
菩
薩

（
ぼ
さ
つ
）、第
四
殿
の
比
売
神（
ひ
め
が
み
）様
は
十一

面
観
音
、若
宮
様
は
文
殊
菩
薩
で
す
。神
と
仏
が
同
じ

で
あ
る
と
い
う
の
が
、春
日
浄
土
の
世
界
で
す
。

　
平
安
時
代
に
始
ま
り
、現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
若
宮

様
の
最
大
の
お
祭
り
が
春
日
若
宮
お
ん
祭
で
す
。若
宮

様
が
旅
行
に
行
か
れ
て
、十
分
に
芸
能
を
楽
し
ま
れ
る

と
い
う
日
本
最
大
の
芸
能
祭
典
で
す
。日
本
最
古
の

巫
女（
み
こ
）の
神
楽
や
、シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
伝

わ
っ
て
き
た
舞
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。中
で
も
、平
安

時
代
の
終
わ
り
か
ら
舞
わ
れ
て
き
た
猿
楽
は
、室
町
時

代
に
大
和
猿
楽
の
観
阿
弥・世
阿
弥
が
能
と
し
て
成

立
さ
せ
て
、江
戸
時
代
初
期
に
は
能
舞
台
が
造
ら
れ
ま

し
た
。こ
の
た
め
能
舞
台
に
描
か
れ
て
い
る
松
の
木
は
、

春
日
の
参
道
に
あ
る
影
向（
よ
う
ご
う
）の
松
で
す
。ま

た
、お
旅
所
で
舞
楽
な
ど
の
芸
能
を
芝
の
上
に
居
て
舞

い
、見
た
こ
と
か
ら「
芝
居
」と
い
う
言
葉
と
な
り
ま
し

た
。若
宮
様
は
、日
本
の
芸
能
史
の
中
で
も
大
き
な
役

目
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

西
山

神
様
が
私
た
ち
の
世
界
に
下
り
て
き
て
く

れ
る
こ
と
に
、人
々
は
非
常
に
身
近
さ
を
感
じ
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。そ
う
い
う
神
様
事
で
楽
し
み
の
時
間
を
設

け
、神
に
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。一
方
で
、悲

惨
な
時
代
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
す
。人
々
が
そ
れ
を

心
で
ど
う
消
化
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
は
、仏
教
が
深

く
関
わって
い
ま
す
。人
が
亡
く
な
る
と
、過
去・現
在・

未
来
の
13
の
仏
様
が
関
わ
っ
て
く
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
を
作
り
上
げ
ま
し
た
。命
日
に
は
ま
ず
お
不
動
さ

ん
が
現
れ
て
、こ
れ
か
ら
順
番
に
仏
様
の
勉
強
を
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
と
1
週
間
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
し

て
く
れ
ま
す
。2
週
目
に
過
去
の
仏
様
、お
釈
迦
さ
ん

の
お
話
を
聞
き
、３
週
目
、４
週
目
に
普
賢
さ
ん
と
文

殊
さ
ん
に
知
恵
と
慈
悲
で
わ
か
り
や
す
く
教
え
て
も

ら
い
ま
す
。三
十
五
日
に
は
、現
在
の
勉
強
を
お
地
蔵

さ
ん
に
学
び
ま
す
。6
週
目
は
未
来
の
仏
様
、弥
勒
さ

ん
の
お
話
を
聞
き
、7
週
目
に
過
去・現
在・未
来
の
三

世
の
仏
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、い
よ
い
よ
三
途（
さ
ん

ず
）の
川
を
跳
び
越
え
ま
す
。そ
の
時
に
力
を
与
え
て

く
れ
る
の
が
、薬
師
如
来
で
す
。人
々
の
願
い
を
最
後

に
か
な
え
て
く
れ
る
の
で
、勉
強
の
成
果
が
良
か
ろ
う

が
悪
か
ろ
う
が
、み
ん
な
浄
土
へ
送
っ
て
く
れ
ま
す
。で

す
か
ら
、四
十
九
日
の
法
要
を
開
か
な
い
と
、薬
師
さ

ん
の
話
が
聞
け
な
い
の
で
大
変
な
こ
と
に
な
る
ん
で

す
。昔
の
人
は
そ
れ
で
も
心
配
だ
っ
た
の
で
、春
日
浄
土

に
も
頼
り
ま
し
た
。よ
り
安
楽
に
、苦
し
ま
ず
に
浄
土

の
世
界
に
行
く
た
め
に
、神
様
の
お
力
に
も
す
が
り
た

い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

花
山
院
　
私
た
ち
に
と
って
、神
仏
習
合
は
普
通
の
こ

と
で
す
が
、
一
般
の
方
に
は
な
か
な
か
理
解
し
づ
ら
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。私
自
身
の
話
を
す
る
と
、朝
起
き
る
と

潔
斎
を
し
て
、神
棚
を
拝
み
、仏
壇
で
三
十
番
神
仏
と
い

う
そ
の
日
の
神
仏
の
御
名
前
を
奏
上
し
、平
安
朝
以
来

の
先
祖
の
命
日
の
戒
名
を
読
み
上
げ
ま
す
。そ
し
て
春

日
大
社
へ
行
く
と
大
祓
詞（
お
お
は
ら
え
こ
と
ば
）を
奏

上
し
て
、国
家
国
民
の
こ
と
、震
災
か
ら
の
復
興
や
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
退
散
を
含
め
て
お
祈
り
し
、一日
の
お
勤

め
が
始
ま
り
ま
す
。毎
朝
が
神
仏
習
合
で
始
ま
り
ま
す
。

　
歴
史
的
に
は
、5
3
8
年
、日
本
に
仏
教
が
伝
わ
っ
て

き
た
と
き
は
、神
様
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。日
本

の
八
百
万（
や
お
よ
ろ
ず
）の
神
々
の
中
に
新
し
く
一
人
、

お
釈
迦
様
と
い
う
神
様
が
来
ら
れ
た
と
。な
の
で
日
本
最

初
の
出
家
者
は
女
性
で
、巫
女
と
い
う
扱
い
で
し
た
。こ

の
た
め
日
本
で
は
宗
教
戦
争
が
起
こ
ら
ず
、共
に
神
仏

習
合
に
向
か
う
よ
う
な
歴
史
が
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
で
す
。

西
山

仏
教
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
き
、僧
侶
の

仕
事
は
宮
司
と
同
じ
よ
う
に
、人
々
の
悩
み
を
聞
い
て

神
様
に
伝
え
る
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
だ
っ
た
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。地
元
の
信
仰
形
態
を
破
壊
せ
ず
、共

生
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
ん
で
す

ね
。時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
の
形
態
が
あ
り

ま
す
が
、私
た
ち
は
、今
の
時
代
の
神
仏
習
合
を
ど
の

よ
う
に
具
現
的
に
皆
さ
ん
に
伝
え
る
か
と
い
う
努
力

を
し
て
い
ま
す
。私
の
寺
坊
で
年
に
1
回
お
地
蔵
さ
ん

の
お
着
替
え
を
す
る
と
き
に
、皆
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ

て
春
日
の
神
様
の
お
話
を
す
る
の
も
そ
う
で
す
し
、幼

稚
園
の
運
営
を
通
し
た
人
間
教
育
も
そ
の
一
つ
で
す
。

神
仏
習
合
を
糧
と
し
た
教
育
の
現
場
で
、一
般
家
庭
で

神
棚
と
仏
壇
を
祀（
ま
つ
）っ
て
い
た
1
5
0
年
前
の

姿
に
戻
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

花
山
院
　
今
も
神
棚
と
仏
壇
が
あ
る
家
は
神
仏
習

合
で
す
が
、江
戸
時
代
の
終
わ
り
ま
で
の
約
１
０
０
０

年
間
、神
は
仏
で
あ
り
、仏
は
神
で
あ
る
と
、神
仏
御
力

を
合
わ
せ
共
に
有
り
難
く
尊
び
ま
し
た
。宗
教
戦
争
が

な
く
、多
く
の
人
々
に
寛
容
で
あ
る
非
常
に
平
和
な
信

仰
が
、日
本
人
の
本
当
に
大
切
に
し
て
き
た
信
仰
で
す
。

10
月
28
日
に
若
宮
様
が
新
し
い
御
殿
に
御
遷
座
さ
れ

る
の
に
合
わ
せ
て
、芸
能
の
奉
納
や
万
燈
籠
を
は
じ
め

と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
奉
祝
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。美
し

く
なっ
た
若
宮
様
の
御
殿
に
、ぜ
ひ
お
参
り
く
だ
さ
い
。
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宗教戦争が起こらず、共に神仏習合へと向かう歴史
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