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德
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家
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今
も
久
能
山
に
い
る
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元
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リ
ッ
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御
鎮
座
四
百
年
大
祭

平
成
二
十
七
年



元
和
二
年
四
月
十
七
日
、

徳
川
家
康
公
は
駿
府
城
に
て
薨
去
さ
れ

久
能
山
に
て
東
照
大
権
現
と
い
う
神
様
に
な
り
ま
し
た

げ
ん 

な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
う
き
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ご 

れ
い
げ
ん

以
来
四
百
年
、
今
も
な
お
大
い
な
る
御
霊
験
を
も
っ
て

私
た
ち
の
平
和
を
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す

日本平ロープウェイ 《日本平山頂に無料駐車場あり》
お問合せは…電話 054-334-2026（静岡鉄道株式会社 日本平ロープウェイ営業所）

四百年の聖地久能山へ、日本一の名勝日本平とわずか５分で結びます。

聖
地
、久
能
山
へ
。



04SUMPU Vol. 1 Winter 2014

特別対談 聖地久能山四百年の真実〈第一回〉元和三年初夏─久能から日光への「改葬トリック」

ノオト「余ハ此處ニ居ル」一　家康公の御遺命「余は久能山におる」

ノオト「余ハ此處ニ居ル」二　幕府のトリックだった「日光への宮遷し」

ノオト「余ハ此處ニ居ル」三　聖地久能山は、途方もないパワースポットだった！

究極のご利益を得る方法《生かす意志》を主人として生きる 

オシラセトゴアンナイ
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10

11

12

13

14

聖
地
久
能
山
四
百
年
の
真
実
〈
第
一
回
〉 

元
和
三
年
（
一
六
一
七
年
）
初
夏
│
│
久
能
か
ら
日
光
へ
の
「
改
葬
ト
リ
ッ
ク
」

昭
和
22
年
宮
崎
県
生
ま
れ
。
國
學
院
大
學

卒
業
後
、
同
大
学
院
博
士
課
程
で
神
道
学

の
研
究
に
従
事
し
な
が
ら
神
社
本
庁
に
勤

務
。
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
も
勤
め
た
。

神
社
本
庁
渉
外
部
長
・
総
務
部
長
を
経
て
、

平
成
11
年
よ
り
久
能
山
東
照
宮
権
宮
司
お

よ
び
久
能
山
東
照
宮
博
物
館
副
館
長
。
平

成
14
年
よ
り
久
能
山
東
照
宮
宮
司
お
よ
び

久
能
山
東
照
宮
博
物
館
館
長
。（
社
）
全

国
国
宝
重
要
文
化
財
所
有
者
連
盟
理
事

長
・
静
岡
県
重
要
文
化
財
等
所
有
者
連
絡

協
議
会
会
長
・
静
岡
県
文
化
財
保
存
協
会

会
長
・
公
益
財
団
法
人
オ
イ
ス
カ
静
岡
県

支
部
会
長
・
京
都
国
立
博
物
館
文
化
財
保

存
修
理
所
運
営
委
員
ほ
か

　
二
十
一
世
紀
の
駿
府
＝
静
岡
市
で
徳
川
将

軍
家
と
特
に
縁
の
深
い
お
二
人
に
存
分
に

語
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
企
画
で
す
。

　
第
一
回
は
ま
ず
、
徳
川
家
康
公
の
ご
遺
骸

が
「
日
光
へ
改
葬
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
誤
解
に
つ
い
て
。
さ
て
そ
の
真
相
は
？

昭
和
30
年
生
ま
れ
。
立
教
大
学
社
会
学
部

観
光
学
科
卒
。
柴
田
は
つ
み
の
バ
ッ
ク
バ

ン
ド
等
に
て
プ
ロ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て

活
動
後
、
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
入
社
、
昭
和

58
年
よ
り
浮
月
楼
入
社
。
平
成
11
年
社
長

に
就
任
。
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
公
お
屋

敷
跡
と
し
て
知
ら
れ
る
浮
月
楼
と
そ
の
庭

園
を
守
る
。
同
地
一
角
に
あ
る
ジ
ャ
ズ
ク

ラ
ブ
・
ラ
イ
フ
タ
イ
ム
に
て
、
国
内
外
の

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
招
聘
と
共
に
、
自
ら
率

い
る
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
に
よ
る
ジ
ャ
ズ
ラ
イ

ブ
も
行
な
う
。
静
岡
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
協
会
理
事
・
静
岡
市
料
理
飲
食
業
協
同

組
合
理
事
長
・
静
岡
市
ホ
テ
ル
旅
館
協
同

組
合
代
表
理
事
ほ
か

く

ぼ

た

ゆ
た
か

久
保
田
隆
社
長

浮
月
楼

お
ち

あ
い

ひ
で

く
に

落
合
偉
洲
宮
司

久
能
山
東
照
宮

久
保
田
　
こ
れ
ま
で
に
宮
司
さ
ん
が
各
地
で
お
話
し
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
こ
と
、
特
に
家
康
公
の
ご
遺
骸
そ
の
も
の
は
久
能
山
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
日
光
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
久
能
山
に
は
な
に
も
な
い

ん
だ
と
信
じ
て
い
る
人
が
ま
だ
圧
倒
的
に
多
い
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら

は
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
形
で
事
実
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

落
合
　
ま
あ
、
中
に
は
徳
川
家
康
公
の
棺
を
久
能
山
か
ら
日
光
に
運
ん

だ
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。「
神
柩
」
と

書
い
て
あ
っ
た
り
す
る
も
の
だ
か
ら
、
混
乱
が
あ
る
と
思
う
ん
だ
け

ど
、
実
際
に
は
神
様
の
魂
を
鏡
に
映
し
て
、
そ
れ
を
神
輿
に
乗
せ
て
運

ん
で
い
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
ご
遺
体
が
向

こ
う
に
移
っ
た
と
勘
違
い
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
ん
で
す
。
ま
ず
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
家
康
公
自
身
が
こ
こ
に
西
を

向
い
て
埋
葬
せ
よ
と
言
っ
て
複
数
の
人
に
遺
言
を
の
こ
し
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
事
実
な
ん
で
す
ね
。

久
保
田
　
駿
府
城
で
ご
遺
命
を
言
い
渡
し
た
と
き
は
、
南
光
坊
天
海

や
、
天
海
の
論
敵
で
も
あ
っ
た
金
地
院
崇
伝
が
み
ん
な
涙
を
流
し
て
ご

遺
命
を
聞
い
て
る
ん
で
す
よ
ね
。

落
合
　
そ
う
。
徳
川
家
康
公
の
宗
教
担
当
の
側
近
だ
っ
た
天
海
僧
正

特
別
対
談
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「余ハ此處ニ居ル」　德川家康公は今も久能山にいる。
ヨ ココ ヲ

モクジ

w w w . u m e g a s h i m a . n e t 梅ヶ島温泉

ネットでも読める▶　　h t t p : / / s u m p u . n e t 駿府ネット

濃
い
温
泉
。

洞窟内の岩肌全体から源泉の天然硫黄泉が滴り落ちる「穴ぶろ」 
※現在の穴ぶろは源泉供給源のため通常は非公開となっています。

大
御
所
家
康
公
も
浴
さ
れ
た
天
然
硫
黄
泉
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は
、
川
越
の
喜
多
院
と
か
日
光
の
輪
王
寺
に
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
の

で
、
関
東
の
方
に
力
を
入
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
す
ご
く
あ
っ
た
わ

け
だ
け
れ
ど
も
、
ご
遺
命
を
無
視
し
て
墓
を
移
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
し
久
能
山
と
同
じ
よ
う
に
神
社
が
あ
っ
て
お

墓
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
の
久
能
山
の
形
を
ベ
ー
ス
に
し
て
日
光
の
神
社

を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
お
墓
が

必
要
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
そ
の
お
墓

を
日
光
に
も
作
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
「
祀
る
た
め
の
お
墓
」
と
い
う

位
置
づ
け
で
作
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
日
光
に
は
奥
社
拝
殿

と
い
っ
て
お
祀
り
を
す
る
建
物
が
宝
塔
の
前
に
あ
る
ん
で
す
よ
。

久
保
田
　
久
能
山
東
照
宮
は
「
神
廟
」
ま
た
は
「
廟
所
」
と
い
っ
て
ス

ト
レ
ー
ト
に
「
墓
所
」
だ
と
呼
ん
で
ま
す
け
ど
、
日
光
は
「
奥
社
」
ま

た
は
「
奥
宮
」
と
、
呼
び
方
に
も
違
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

落
合
　
だ
か
ら
、
う
ち
は
四
月
十
七
日
、
徳
川
家
康
公
の
ご
命
日
の
ご

例
祭
。
こ
の
ご
命
日
に
徳
川
ご
宗
家
が
装
束
を
つ
け
て
、
本
殿
で
お
ま

つ
り
を
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
ま
ま
ご
廟
所
に
行
っ
て
二
礼
二
拍
手
一
拝

で
お
参
り
を
す
る
。
日
光
で
は
、
本
殿
だ
け
で
お
ま
つ
り
し
て
そ
の
ま

ま
直
会
に
行
か
れ
る
ん
で
す
。

久
保
田
　
日
光
東
照
宮
の
御
例
祭
は
、
家
康
公
の
ご
命
日
か
ら
一
か
月

遅
れ
て
五
月
十
七
日
と
十
八
日
に
や
っ
て
ま
す
ね
。

落
合
　
た
だ
日
光
の
場
合
は
、
奥
社
で
も
お
ま
つ
り
を
や
っ
て
い
る
ん

で
す
よ
。
だ
か
ら
宮
司
が
本
殿
で
祝
詞
を
読
ん
で
い
る
時
に
、
た
ぶ
ん

権
宮
司
か
禰
宜
さ
ん
が
奥
社
の
方
で
同
じ
よ
う
な
お
ま
つ
り
を
や
っ
て

い
る
。
そ
こ
が
ち
ょ
っ
と
こ
こ
と
違
う
わ
け
で
す
よ
。
お
祀
り
す
る
た

め
の
奥
宮
と
い
う
位
置
づ
け
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

　
日
光
に
も
お
墓
を
作
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
天
海
さ
ん
も
ず

い
ぶ
ん
色
々
考
え
て
、
日
光
に
何
も
な
い
と
「
何
も
な
い
と
言
わ
れ
る

じ
ゃ
な
い
か
」
と
。
ど
う
や
っ
て
日
光
に
も
久
能
山
に
も
ご
遺
骸
が
あ

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ト
リ
ッ
ク
を
し
よ
う
か
と
、
頭
の
い
い
人
で
す

か
ら
、
い
ろ
い
ろ
窮
地
に
陥
っ
て
も
挽
回
で
き
る
よ
う
な
知
恵
者
で
す

よ
ね
、
天
海
さ
ん
は
。

久
保
田
　
今
の
外
務
大
臣
に
で
も
な
っ
て
た
ら
最
高
で
す
よ
ね
。

落
合
　
そ
れ
で
頭
の
い
い
天
海
さ
ん
だ
か
ら
、
久
能
山
か
ら
日
光
に
遷

す
時
に
、
こ
こ
に
歌
を
残
し
て
い
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
家
康
公
の
お

墓
に
つ
い
て
ね
「
あ
れ
ば
あ
る
な
け
れ
ば
な
し
と
駿
河
な
る
、
く
の
な

き
神
の
宮
遷
し
か
な
」
と
い
う
歌
。
こ
れ
は
『
駿
国
雑
志
』
と
か
、
江

戸
時
代
の
駿
府
の
歴
史
を
書
い
た
本
の
中
に
も
載
っ
て
る
ん
で
す
が
、

久
能
山
に
そ
う
い
う
歌
を
残
し
て
い
る
。

　
こ
の
歌
は
「
意
味
が
わ
か
ら
な
い
、
わ
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
き

た
歌
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
要
す
る
に
「
ご
遺
体
が
久
能
山
に
あ
れ
ば
あ

る
、
日
光
に
移
っ
た
と
思
え
ば
移
っ
た
と
思
っ
て
も
い
い
よ
、
ど
っ
ち

に
あ
る
と
思
っ
て
も
い
い
よ
」
と
。「
ご
遺
体
が
あ
る
の
は
ど
っ
ち
で

も
い
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
日
光
の
方
に
神
様
を
遷
し
た
ん
だ
よ
」

と
い
う
こ
と
を
歌
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

　
そ
の
中
に
「
く
の
な
き
神
の
」
と
い
う
中
で
「
く
」
が
ひ
ら
が
な
で

書
い
て
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
身
体
の
身
に
駿
河
区
の
「
区
」
の

「
躯
」
の
字
だ
と
見
て
読
む
と
意
味
が
す
ぐ
わ
か
る
ん
で
す
よ
。

久
保
田
　「
躯
体
」
の
「
躯
」
で
す
ね
。

日光東照宮の奥宮御宝塔 久能山東照宮の御神廟（霧の日）久能山では「御廟所」「御神廟」と呼ぶが、日光では「奥宮御宝塔」と呼ぶ
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落
合
　
仏
様
の
体
と
か
尊
い
存
在
の
体
を
数
え
る
時
の
助
数
詞
の
正
し

い
使
い
方
は
「
躯
」
と
い
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
仏
像
は
一
体
二
体
と

数
え
る
数
え
方
は
間
違
い
で
、「
一
躯
」「
二
駆
」
と
数
え
る
の
が
正
し

い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
家
康
公
の
体
も
こ
の
「
躯
」
で
表
現
し
た
。

　
だ
か
ら
「
く
の
な
き
」
の
「
く
」
を
「
躯
」
で
読
め
ば
す
ぐ
意
味
が

わ
か
る
ん
で
す
。
で
も
そ
れ
を
漢
字
で
書
い
ち
ゃ
う
と
「
な
ん
だ
」
と

す
ぐ
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
ご
遺
体
は
久
能
山
に
あ
っ
て
、

見
え
な
い
御
霊
だ
け
の
宮
遷
し
な
ん
だ
と
。
だ
か
ら
そ
れ
を
わ
ざ
と
ひ

ら
が
な
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
ぼ
か
し
て
お
い
た
ん
で
す
ね
。

久
保
田
　「
ぼ
か
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
「
騙
し
た
」
で
は
な
い
と
。

落
合
　
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
歌
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
も
そ
う

で
す
し
、
そ
れ
か
ら
今
の
お
墓
が
ね
、
も
と
は
木
造
だ
っ
た
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
幕
府
の
方
で
こ
れ
を
反
永
久
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
い
う

こ
と
で
、
大
き
な
石
を
、
お
そ
ら
く
伊
豆
半
島
の
淡
島
あ
た
り
か
ら
、

い
か
だ
で
久
能
の
前
浜
ま
で
持
っ
て
き
て
、
こ
こ
ま
で
引
き
上
げ
て
き

て
、
大
き
な
石
の
宝
塔
の
お
墓
を
作
っ
た
。
お
墓
が
で
き
た
の
は
、
寛

永
十
七
年
だ
か
ら
一
六
四
〇
年
。
家
康
公
が
亡
く
な
っ
て
二
十
四
年
後

に
あ
あ
い
う
石
の
大
き
な
お
墓
を
作
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

久
保
田
　
三
代
将
軍
徳
川
家
光
公
が
大
規
模
に
や
ら
れ
た
寛
永
大
造
替

で
日
光
が
立
派
に
な
っ
た
、
さ
ら
に
何
年
か
後
で
す
ね
。

落
合
　
だ
か
ら
徳
川
家
康
公
が
久
能
山
に
埋
葬
さ
れ
た
翌
年
に
も
し
お

墓
を
堀
り
起
こ
し
て
、
そ
の
ご
遺
体
を
日
光
ま
で
持
っ
て
い
っ
た
と
し

た
ら
ね
、
久
能
山
は
ま
あ
最
初
の
お
墓
で
す
と
、
こ
こ
に
家
康
公
が
埋

葬
さ
れ
て
、
そ
し
て
い
つ
い
つ
日
光
に
改
葬
さ
れ
ま
し
た
と
石
標
か
な

ん
か
建
て
れ
ば
神
社
と
し
て
は
何
も
問
題
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
を

わ
ざ
わ
ざ
二
十
四
年
後
に
莫
大
な
費
用
を
か
け
て
、
伊
豆
か
ら
大
き
な

石
を
運
ん
で
き
て
。

久
保
田
　
あ
れ
は
何
十
ト
ン
で
す
よ
ね
。

落
合
　
石
材
組
合
の
偉
い
人
が
ね
、
電
卓
で
計
算
し
て
「
宮
司
さ
ん
、

こ
れ
は
石
が
二
十
ト
ン
な
い
と
こ
の
形
は
切
り
出
せ
な
い
ね
」
と
言
っ

て
ま
し
た
か
ら
、
二
十
ト
ン
の
原
石
を
下
か
ら
運
ん
で
き
て
ご
廟
所
の

と
こ
ろ
で
形
を
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
石
を

彫
っ
て
、
石
の
削
り
く
ず
は
石
垣
の
裏
に
放
り
込
ん
で
い
っ
て
、
石
垣

の
裏
の
雨
水
を
下
に
流
し
落
と
し
て
石
垣
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
の
「
裏
込
め
」
に
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。
非
常
に
無
駄
な
く
計
算
さ

れ
て
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
宝
塔
形
式
の
お
墓
が
、
徳
川
家

康
公
が
亡
く
な
っ
て
二
十
四
年
後
に
で
き
て
い
る
と
い
う
事
実
。

久
保
田
　
重
要
で
す
よ
ね
。
御
尊
体
が
日
光
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
な

ら
こ
こ
ま
で
り
っ
ぱ
な
お
墓
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

落
合
　
あ
と
は
当
時
土
葬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ね
。
火
葬
だ
っ
た
ら
も

ち
ろ
ん
分
骨
を
し
て
い
く
ん
だ
ろ
う
け
ど
、
分
骨
は
で
き
な
い
。
そ
れ

を
掘
り
お
こ
し
て
一
年
後
に
も
っ
て
い
く
の
は
ま
ず
不
可
能
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
条
件
が
悪
け
れ
ば
全
部
白
骨
に
な
っ
て
い
な
い

可
能
性
も
あ
る
わ
け
だ
し
、
地
面
の
中
に
埋
め
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
棺
そ
の
も
の
も
腐
っ
て
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。

久
保
田
　
旧
暦
三
月
か
ら
四
月
、
晩
春
か
ら
初
夏
で
暑
い
日
も
考
え
ら

れ
た
で
し
ょ
う
か
ら
ね
。
三
週
間
近
く
か
け
た
大
行
列
で
、
そ
う
い
う

も
の
を
持
ち
運
ぶ
計
画
は
ま
ず
無
理
だ
ろ
う
と
。
　
　（
次
号
へ
続
く
）

天海の「宮遷し」の歌が記載されている頁
天海の歌が掲載されている阿部正信著『駿國雜志』

写本の表紙（静岡県立中央図書館蔵）

　意味、わかります？ え？ 普通に標準語
だろですって？ ‥‥いえいえ。（笑） 標準語
に訳すと「ごちそうさまでした！」食事をい
ただいたあと、昔はみんな一斉にこう言っ
たものなんです。愛知県など中部地方で広
く使われている言葉です。もちろん食後は

高級本山茶。東京あたりだと
あまり飲まないような上
等のお茶、駿府ではどこ
の家でも浴びるように飲
んでますね。（誇張あり）

いただきました！

駿府はかせちゃん

ちっとおしゃれしょ？

スンプナコトバ

イギリス人航海士ウィリ
アム・アダムス。日本名
三浦按針。1600年4月、

オランダ船リーフデ号により
豊後の臼杵に漂着。「イギリス人は異教の
プロテスタントだ」といってイエズス会が
処刑を要求したが、家康公はそれを黙殺。
江戸や駿府で外交顧問として重用した。
日本初の洋式帆船サン・ブエナ・ベン
トゥーラ号を建造した功績から、帯刀も許
される旗本になった人だ。

ぶんご うすき

三浦按針
み うら あん じん

家康公の “尊敬力” について勉強したいヨ！

The First English Samurai東京弁に押されてあんまり使われなくなって
しまった駿府な言葉を紹介します。
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『新訂本光國師日記』（昭和43年続群書類従完成会刊）より
もとは筆文字だったが、活字にされて読みやすくなっている

　「
一
周
忌
の
後
、
日
光
山
に
小
さ
き
堂
を
立
て
勧
請
せ
よ
」

　
家
康
公
の
御
遺
命
に
従
い
、
久
能
山
で
「
勧
請
＝
分
霊
」
が
開
始
さ

れ
た
。
元
和
三
年
（
一
六
一
七
年
）
三
月
十
五
日
の
こ
と
だ
。

　
大
御
所
家
康
公
に
側
近
と
し
て
仕
え
、
御
遺
命
決
定
に
も
関
わ
っ
て

き
た
南
光
坊
天
海
が
、
家
康
公
の
埋
葬
さ
れ
て
い
る
墓
所
に
み
ず
か
ら

鋤
鍬
を
取
っ
て
立
ち
、
こ
の
大
事
業
の
指
揮
に
あ
た
っ
た
と
も
い
う
。

　
そ
の
様
子
は
ま
る
で
御
遺
骸
を
本
当
に
運
び
出
そ
う
と
し
た
か
の
よ

う
だ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
日
光
へ
と
運
ば
れ
る
霊
柩
に
納
め
ら
れ
た

の
は
、
人
の
目
に
は
見
え
な
い
御
霊
で
あ
っ
て
御
遺
骸
そ
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
す
べ
て
は
御
遺
命
ど
お
り
だ
っ
た
の
だ
。

　
た
だ
天
海
は
、
こ
れ
を
「
勧
請
」
と
は
言
わ
ず
、
な
ぜ
か
「
宮
遷
し
」

と
言
っ
た
。
こ
の
と
き
天
海
は
久
能
山
に
左
の
歌
を
残
し
、
そ
の
中
で

は
っ
き
り
「
宮
遷
し
」
と
詠
ん
だ
の
だ
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う

こ
と
か
？

　
実
は
こ
の
歌
に
は
「
ト
リ
ッ
ク
」
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　
全
体
的
に
意
味
の
わ
か
り
に
く
い
歌
だ
が
、
特
に
奇
妙
な
の
は
、
赤

字
に
し
た
「
く
の
」
の
部
分
だ
。
ま
ず
「
の
」
の
字
を
わ
ざ
わ
ざ
「
能
」

の
変
体
仮
名
に
し
て
「
久
能
」
と
読
め
る
よ
う
に
し
て
あ
る
が
、「
久

能
な
き
神
の
宮
遷
し
」
と
読
ん
だ
の
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
今
度
は
「
の
」
を
助
詞
の
「
の
」
と
見
る
。
す
る
と
そ
こ
で

仮
名
の
「
く
」
の
意
味
は
？
と
な
る
が
、
唯
一
「
く
」
で
意
味
が
通
る

の
は
「
一
躯
、二
躯
」
と
、仏
像
な
ど
の
御
尊
体
を
数
え
る
と
き
の
「
躯
」

だ
。
天
海
は「
く
」の
仮
名
に「
御
尊
体
」と
い
う
意
味
を
込
め
た
の
だ
。

　
そ
れ
に
は
「
躯
」
と
い
う
生
々
し
い
漢
字
を
避
け
る
目
的
も
あ
っ
た

だ
ろ
う
し
、
御
尊
体
の
在
り
処
「
駿
河
な
る
久
能
」
を
織
り
込
む
た
め

も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
天
海
は
こ
の
歌
で
「
御
尊
体
な
き
宮
遷

し
」
と
言
い
、「
宮
遷
し
は
我
々
の
ト
リ
ッ
ク
だ
」
と
言
い
の
こ
し
た

の
だ
。
そ
う
読
ん
で
は
じ
め
て
歌
全
体
の
意
味
も
通
っ
て
く
る
。

　「
霊
柩
の
中
に
御
尊
体
が
あ
る
と
思
っ
て
も
な
い
と
思
っ
て
も
ど
ち

ら
で
も
良
い
。
し
か
し
そ
の
実
態
は
家
康
公
の
御
分
霊
を
日
光
に
祀
る

宮
遷
し
な
の
だ
」

　
天
海
ら
幕
府
は
、
そ
の
後
も
久
能
山
を
守
り
つ
づ
け
た
が
、
一
方
で

世
間
の
耳
目
を
日
光
に
集
め
よ
う
と
尽
力
し
た
。
久
能
山
に
は
神
聖
な

る
真
の
墓
所
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
、
日
光
は
日
光
で
、
幕
府
の
安
泰

を
は
か
る
上
で
の
大
事
な
役
割
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
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家
康
公
の
御
遺
命「
余
は
久
能
山
に
お
る
」

　
家
康
公
の
晩
年
を
駿
府
城
に
て
南
光
坊
天
海
ら
と
共
に
側
近
と
し
て

仕
え
た
僧
、
そ
れ
が
本
光
國
師
こ
と
金
地
院
崇
伝
だ
。
崇
伝
は
自
分
の

手
紙
の
記
録
を
主
と
す
る
日
記
を
遺
し
て
い
て
、
江
戸
幕
府
の
公
式
記

録
『
德
川
實
紀
』
で
も
た
び
た
び
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
本
光
國

師
日
記
』
に
は
、
家
康
公
の
遺
言
が
こ
う
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　「
死
後
は
躰
を
久
能
へ
納
め
、
葬
式
は
増
上
寺
に
て
行
な
い
、
位
牌

は
三
河
の
大
樹
寺
に
立
て
、
一
周
忌
の
後
、
日
光
山
に
小
さ
き
堂
を
立

て
勧
請
せ
よ
。
八
州
の
鎮
守
に
な
ろ
う
」

　
こ
れ
が
元
和
二
年
（
一
六
一
六
年
）
四
月
二
日
、
家
康
公
が
駿
府
城

で
崇
伝
ら
に
実
際
に
言
わ
れ
た
言
葉
だ
。

　
日
光
に
つ
い
て
出
て
く
る
「
勧
請
」
と
は
「
神
仏
の
来
臨
を
乞
い
そ

の
霊
を
祀
る
」
と
い
う
意
味
。
家
康
公
は
「
体
を
久
能
山
に
埋
葬
せ
よ
」

と
命
じ
、「
翌
年
日
光
に
そ
の
霊
を
祀
れ
」
と
命
じ
た
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
い
つ
し
か
世
間
で
は
「
遺
命
に
反
し
て
遺
骸
は
日
光
に
運

ば
れ
た
」
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
勧
請
の
指
揮
と
実
行
に
あ
た
っ
た
南
光
坊
天
海
ら
は
み
な
ど
こ
ま
で

も
家
康
公
を
敬
愛
し
、
崇
拝
し
た
人
た
ち
だ
。
そ
の
人
た
ち
が
共
謀
し

て
家
康
公
の
御
遺
命
に
背
く
と
い
う
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　
も
し
そ
こ
に
何
か
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
幕
府
が
「
遺
骸
を

日
光
ま
で
運
ん
だ
」
と
、
世
間
に
錯
覚
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

日
本
中
が
そ
れ
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

西を向いて建つ久能山徳川家康公の御廟
所。家康公の御命日である久能山東照宮例
祭には、御宗家（徳川家十八代ご当主德川恒
孝氏）がこの墓所をお参りされるのだが、翌
月の日光の例祭では日光にも墓所があるの
にお参りはされないと聞く。お墓というより
奥社という意味が強いからだろうか。

幕
府
の
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た「
日
光
へ
の
宮
遷
し
」

＊ 土葬だったため、骨の一部を運び
 出すようなこともできなかった。

久
能

駿
府
城

日
光

久能に埋葬せよ

日光に分霊せよ＊

阿
部
正
信
『
駿
國
雜
志
』
四
下
（
明
治
八
年
の
写
本
よ
り
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
蔵
）
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久
能
山
東
照
宮
は
、
参
道
↓
楼
門
↓
社
殿
の
直
線
が
、
ま
っ
す
ぐ
富

士
山
頂
に
向
け
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
社
殿
に
参
拝
す
れ
ば
同

時
に
富
士
山
も
拝
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
富
士
山
頂
か
ら
見
る
と
↓
久
能
山
↓
御
前
崎
と
い
う
方
角
は
、
南
西

の
未
の
方
角
。
逆
に
御
前
崎
↓
久
能
山
↓
富
士
山
と
向
か
う
の
は
丑
の

方
角
で
、
さ
ら
に
ず
っ
と
延
ば
し
て
い
く
と
、
群
馬
の
世
良
田
★
を

通
っ
て
日
光
に
至
る
。
ど
ち
ら
に
も
東
照
宮
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

　
家
康
公
は
久
能
山
に
自
分
を
葬
れ
と
命
じ
た
が
、
同
時
に
、
西
に
向

け
て
埋
葬
せ
よ
と
も
命
じ
、
廟
所（
墓
）は
真
西
を
向
く
。
西
に
は
岡
崎

城
★
、
岡
崎
に
は
大
樹
寺
★
、
さ
ら
に
京
都
に
至
る
。
京
都
か
ら
ま
っ

す
ぐ
東
へ
行
っ
て
駿
河
湾
に
出
た
と
こ
ろ
が
久
能
山
だ
か
ら
、
京
都
か

ら
見
る
と
家
康
公
は
日
の
出
る
と
こ
ろ
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
久
能
山
と
は
、
こ
の
よ
う
に
特
別
な
位
置
に
あ
る
特
別
な
聖
地
だ
っ

た
の
だ
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
も
呼
ぶ
。

　
そ
こ
に
未
知
の
力
が
働
い
て
い
な
い
と
も
言
い
き
れ
な
い
が
、
目
に

見
え
て
明
ら
か
な
の
は
、
人
々
の
意
識
が
そ
こ
に
集
中
す
る
こ
と
だ
。

そ
こ
に
人
々
が
神
聖
な
も
の
を
感
じ
る
と
な
れ
ば
、「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
だ
」
と
い
う
共
通
の
認
識
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

　
少
な
く
と
も
、
久
能
山
で
感
じ
る
神
聖
な
空
気
は
疑
い
よ
う
の
な
い

も
の
。
こ
れ
で
ご
利
益
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
自
分
の
せ
い
。
権
現
さ

ま
の
せ
い
に
し
て
は
い
け
な
い
。

駿
府
静
岡
市

群馬の世良田を経て
栃木の日光山へ

岡崎城・大樹寺・京都

★世良田は徳川氏発祥の地とされる。
★岡崎城は家康公の生まれたところ。
★大樹寺は徳川氏（松平氏）の菩提寺。
　十五代将軍慶喜公を除く全将軍の位牌がある。

富
士
山
頂

浅
間
大
社

御
前
崎

久
能
山
東
照
宮
境
内
配
置
圖

廟
門

御
廟
所

参
道

石
段
↓

富
士
山
頂

西
（
岡
崎
、
京
都
）

御
前
崎

社
殿

楼
門

　
究
極
の
ご
利
益
を
得
る
方
法
を
紹
介
す
る
。
た
だ
そ
の
前
に
、
拙
著
『
パ
ー

ミ
ス
ト
リ
ー
』
か
ら
『
生
か
す
意
志
の
話
』
も
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
宗
教
と
科
学
の
共
通
原
理
」
を
解
く
試
論
で
、
大
事
な
前
提
に
な
る
か
ら
だ
。

　
私
た
ち
は
思
考
し
た
り
記
憶
し
た
り
す
る
脳
の
こ
と
を
自
分
だ
と
思
い

が
ち
。
だ
が
実
際
は
、
脳
も
体
と
同
じ
で
私
た
ち
の
持
ち
物
で
し
か
な
い
。

　
持
ち
物
に
は
持
ち
主
が
い
て
、
そ
れ
は
昔
か
ら
「
魂
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
な
の
だ
が
、
実
体
が
つ
か
め
な
い
た
め
「
科
学
的
に
は
存
在
し
な

い
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
こ
れ
を
《
生
か
す
意
志
》
と
特
定
す
る
。

　
脳
が
考
え
る
意
志
と
は
異
な
り
、
生
か
す
意
志
は
、
死
ん
で
脳
が
な
く

な
っ
て
も
存
在
し
つ
づ
け
る
も
の
で
、
そ
れ
は
《
宇
宙
の
意
志
》、《
神
の

意
志
》
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
《
共
存
の
原
理
》
に
通
じ
る
も
の
だ
。

　
問
題
は
人
が
脳
＝
自
分
と
錯
覚
す
る
こ
と
。
人
の
唯
一
の
欠
点
は
、
大

き
す
ぎ
る
脳
に
支
配
さ
れ
や
す
く
、
生
か
す
意
志
を
見
失
い
や
す
い
こ
と
だ
。

　
生
か
す
意
志
＝
自
分
と
意
識
し
、
人
を
理
解
し
、
尊
敬
し
て
生
き
る
こ
と
。

自
分
だ
け
を
守
り
た
が
る
脳
の
強
い
機
能
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
こ

と
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
本
当
の
幸
福
と
成
功
を
手
に
入
れ
る
。

　
以
上
が
そ
の
要
約
だ
。
さ
て
こ
こ
か
ら
が
ご
利
益
の
話
。

　
久
能
の
山
の
上
に
は
、
生
か
す
意
志
を
ひ
と
き
わ
強
く
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る

神
さ
ま
が
い
る
。
東
照
大
権
現
こ
と
、
徳
川
家
康
公
だ
。

　
家
康
公
が
戦
国
の
世
を
ど
う
生
き
た
か
、
家
臣
た
ち
と
の
強
固
な
信
頼
関
係

を
ど
う
や
っ
て
築
い
た
か
を
史
実
に
問
う
と
、
人

を
理
解
し
尊
敬
す
る
力
の
き
わ
だ
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
く
る
。
家
康
公
は
ま
さ
に
生
か
す
意

志
そ
の
も
の
と
し
て
生
き
た
の
だ
。

　
生
き
て
い
る
う
ち
か
ら
そ
ん
な
に
神
が
か
っ
て

い
た
の
だ
か
ら
、
権
現
さ
ま
を
信
心
し
て
ご
利
益

の
な
い
わ
け
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
、
以
下
が

そ
の
ご
利
益
を
授
か
る
具
体
的
な
方
法
だ
。

　
楼
門
を
抜
け
、
社
殿
に
向
か
っ
て
立
ち
、
心
静
か
に
手
を
合
わ
せ
れ
ば
、

余
計
な
思
考
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
脳
の
支
配
か
ら
解
放
し
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
権
現
さ
ま
や
神
々
の
存
在
と
共
鳴
す
る
。

　
あ
と
は
日
々
、
生
か
す
意
志
を
主
人
と
意
識
し
て
、
身
近
な
人
た
ち
を

深
く
理
解
し
尊
敬
し
て
暮
ら
す
。
こ
れ
を
《
信
心
》
の
本
筋
と
す
る
。

　
以
上
を
続
け
れ
ば
、
純
粋
な
る
生
か
す
意
志
で
あ
る
権
現
さ
ま
は
惜
し
み
な

く
力
を
貸
し
て
く
れ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
身
近
な
人
た
ち
と
の
信
頼
関
係
が
日

増
し
に
強
く
な
っ
て
い
く
か
ら
、
私
た
ち
は
本
当
の
幸
福
と
本
当
の
成
功
、
さ

ら
に
高
い
人
格
と
い
う
、
究
極
の
ご
利
益
を
授
か
る
こ
と
に
な
る
。

　
ご
利
益
は
神
さ
ま
か
ら
一
方
的
に
も
ら
う
も
の
で
な
く
、
神
さ
ま
の
意
志
と

人
の
意
志
が
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
も
の
と
心
得
た
い
。

ア
ド
マ
ッ
ク
出
版
／
興
津 

諦 

拝
　

《生かす意志》の尊さを説く
久能山東照宮ご社殿正面の彫刻『かめわり』

究
極
の
ご
利
益
を
得
る
方
法
《
生
か
す
意
志
》を
主
人
と
し
て
生
き
る
。

り

や
く

お
き
つ
あ
き
ら

聖
地
久
能
山
は
、パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
だ
っ
た
！

究極のご利益を得る方法
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編
集
部
よ
り
お
知
ら
せ

　
徳
川
家
康
公
の
ご
遺
骸
が
久
能
山
東
照
宮
で
眠
り

続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
。
そ
れ
を
広
く
世
界
に
伝

え
、
聖
地
久
能
山
の
ご
利
益
を
、
こ
れ
か
ら
も
読
者

の
皆
さ
ん
と
分
か
ち
合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
来
年
は
御
鎮
座
四
百
年
大
祭
。『
す
ん
ぷ
』
第
二

号
は
、
二
月
十
八
日
水
曜
日
の
発
行
予
定
で
す
。

　
次
号
も
権
現
さ
ま
徳
川
家
康
公
に
つ
い
て
特
集
。

今
よ
り
人
の
命
が
は
か
な
か
っ
た
時
代
を
、
理
解
、

尊
敬
、
人
を
生
か
す
意
志
で
生
き
た
徳
川
家
康
公

に
、
小
誌
な
ら
で
は
の
シ
ン
プ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
さ

ら
に
迫
り
ま
す
。

　
久
能
山
東
照
宮
で
、
ま
た
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
！
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最大限のご利益を！
広告募集のお知らせ

お申込みはお早めに！
広告の掲載数には限りがあります。
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◎久能山東照宮ほかで3,000部以上配布！
◎発行日は２、５、８、11月の大安の日！
◎久能山を訪れる全国の人の手から手へ！
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一
度
き
り
の
人
生
で
し
ょ
？

そ
の
ま
ま
老
け
て
い
い
の
？
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