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普
段
は
静
か
で
穏
や
か
な
、
夏
山
八
幡
宮
。

し
か
し
、
旧
暦
九
月
九
日
に
近
い
土
曜
日
（
昨

年
は
一
〇
月
二
四
日
）
の
火
祭
り
の
夜
は
、
普

段
の
静
け
さ
か
ら
一
変
し
、
夜
空
に
勢
い
よ
く

燃
え
上
が
る
炎
と
歓
声
で
境
内
は
一
斉
に
盛
り

上
が
り
ま
す
。

　

火
祭
り
は
、
夏
山
町
五
集
落
の
う
ち
、
柿
平

と
平
針
が
一
年
交
替
で
担
当
し
て
、
行
っ
て
い

ま
す
。
祭
り
の
中
心
は
、
ソ
ダ
山
と
呼
ば
れ
る

生な
ま
き木

の
山
に
火
が
つ
き
、
面
を
被
っ
た
鬼
と
鬼

の
親
あ
る
い
は
バ
バ
（
師
匠
的
な
役
割
を
果
た

す
）
が
様
々
な
所し

ょ
さ作

を
行
う
場
面
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
、
鬼
が
上
手
く
所
作
事
が
で
き
な
い
と
、

周
り
の
参さ

ん
け
い
し
ゃ

詣
者
が
「
ボ
ケ
、
ボ
ケ
」「
バ
カ
鬼
、

バ
カ
鬼
」
と
鬼
を
囃は

や

し
ま
す
。
す
る
と
鬼
が
ソ

ダ
山
か
ら
燃
え
た
木
を
持
ち
出
す
の
で
、
参
詣

者
は
歓
声
を
上
げ
な
が
ら
逃
げ
回
り
、
祭
り
は

最
高
潮
を
迎
え
ま
す
。
鬼
が
振
り
回
す
燃
え
た

木
に
打
た
れ
る
と
厄
除
け
と
な
り
、
そ
の
年
は

病
気
に
か
か
ら
な
い
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
参
詣
者
も
「
打
た
れ
に
行
く
」
と
言
っ
て

祭
り
に
参
加
す
る
そ
う
で
す
。

　

火
祭
り
の
準
備
は
当
日
の
一
二
時
三
〇
分
頃

か
ら
行
わ
れ
ま
す
。
境
内
周
囲
の
森
か
ら
生
木

を
切
り
出
し
ソ

ダ
山
を
作
り
ま

す
。
拝
殿
で
は

注し
め
な
わ

連
縄
や
鬼
の

装
束
と
し
て
身

に
付
け
る
作
り

物
な
ど
を
、
一

昨
年
の
物
を
見

本
に
し
て
作
成

し
ま
す
。
鬼
や

バ
バ
役
を
務
め
る
者
は
太た

ゆ
う夫

と
呼
ば
れ
、
白
装

束
に
身
を
包
み
、水み

ず
ご
り

垢
離
し
潔け

っ
さ
い斎

を
行
い
ま
す
。

そ
の
後
、中
殿
に
て
御ご

し
ん
び

神
火
と
な
る
火
起
し（
火

き
り
神し

ん
じ事

）
を
行
い
ま
す
。
一
六
時
頃
に
は
採

火
し
て
、
ソ
ダ
山
な
ど
も
完
成
す
る
と
、
準
備

が
整
い
ま
す
。
一
七
時
に
楽
士
が
奏
で
る
雅
楽

で
厳お

ご
そか

に
祭
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
神か

み

降お

ろ

し（
平
針
担
当
の
時
の
み
行
う
）、ソ
ダ
山
点
火
、

所
作
事
が
順
に
行
わ
れ
、
二
〇
時
頃
に
は
終
了

し
ま
す
。

　

厄
除
け
や
病
気
予
防
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た

夏
山
八
幡
宮
「
火
祭
り
」、
そ
の
絶
え
間
な
く

燃
え
盛
る
火
が
、
親
か
ら
子
へ
、
そ
し
て
孫
へ

と
絶
え
ず
受
け
継
が
れ
て
行
く
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

夏
山
八
幡
宮
「
火
祭
り
」

－

厄や
く

除よ

け
・
病
気
予
防

－

図
書
館
交
流
プ
ラ
ザ
岡
崎
む
か
し
館
主
任
専
門
員

野
本
欽
也 鬼が参詣者を追い回す

口こ
う

腔く
う

乾
燥
症
（
ド
ラ
イ
マ
ウ
ス
）

周
病
に
な
り
や
す
く
、
真
菌
（
カ
ビ
）

に
よ
る
口
腔
カ
ン
ジ
ダ
症
に
か
か
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
（
写
真
参
照
）。
特
に
、

高
齢
者
や
義
歯
を
装
着
し
て
い
る
か
た

は
、長
期
間
症
状
を
放
置
す
る
こ
と
で
、

徐
々
に
悪
化
し
ま
す
。 

　

治
療
を
行
う
に
は
、
ま
ず
原
因
を
突

き
止
め
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
市
民
病

院
で
は
歯
科
口
腔
外
科
と
他
科
と
が
連

携
し
て
治
療
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
口
が
渇
く
と
い
う
症
状
を
訴

え
る
患
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
原
因
は

い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
加
齢
、

ス
ト
レ
ス
、
自
己
免
疫
疾
患
、
放
射
線

治
療
に
よ
る
唾
液
腺
機
能
の
低
下
、
抑

う
つ
な
ど
の
精
神
・
神
経
性
に
よ
る
も

の
、
糖
尿
病
や
腎
障
害
な
ど
の
全
身
疾

患
に
よ
る
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
高
血
圧
の
薬
、
抗
不
安
薬
、

抗
ア
レ
ル
ギ
ー
薬
な
ど
４
０
０
種
類
以

上
の
薬
が
口
腔
乾
燥
を
引
き
起
こ
す
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
の
超

高
齢
化
と
増
大
す
る
社
会
的
ス
ト
レ
ス

に
よ
り
、
今
後
ま
す
ま
す
増
加
す
る
も

の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

口
腔
乾
燥
症
は
、
そ
の
症
状
か
ら
ド

ラ
イ
マ
ウ
ス
と
も
い
わ
れ
、
男
女
比
は

約
1
対
15
と
女
性
に
多
く
、
特
に
更
年

期
前
後
の
女
性
が
多
く
発
症
し
ま
す
。

　

症
状
は
口
が
乾
く
以
外
に
、
口
の
中

が
ネ
バ
ネ
バ
す
る
、
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る
、

味
覚
が
お
か
し
い
、
口
臭
が
あ
る
、
パ

ン
な
ど
の
乾
い
た
食
品
が
食
べ
に
く
い

な
ど
が
現
れ
ま
す
。
ま
た
、
虫
歯
や
歯

市
民
病
院
を
受
診
す
る
際
は
「
か
か
り
つ
け
医
」

の
紹
介
状
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

岡
崎
市
民
病
院　

歯
科
口
腔
外
科

統
括
部
長　

長
尾　

徹

口腔乾燥による口腔カンジダ症
舌乳頭が萎縮して赤くなり、両
側の口角にびらん（ただれ）が
認められる。口が乾き痛みを伴
うため摂食、食べ物を飲み下す
嚥
えんげ

下機能に影響が出ている。

し
ょ
う
ぞ
く


