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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

新
春
に
あ
た
り
氏
子
崇
敬
会
の
皆
様
方
の
ご

多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
、
そ
し

て
天
皇
皇
后
陛
下
御
結
婚
五
十
年
の
慶
賀
の
年

で
し
た
。
十
一
月
十
二
日
に
は
、
御
即
位
二
十

年
を
お
祝
い
す
る
奉
祝
行
事
が
華
や
か
に
行
わ

れ
ま
し
た
。
陛
下
に
は
先
帝
陛
下
の
御
心
を
旨

と
し
、
祭
祀
を
厳
修
さ
れ
、
ま
た
我
が
国
の
発

展
と
国
民
の
安
寧
の
た
め
お
尽
く
し
に
な
ら
れ

た
二
十
年
で
あ
っ
た
と
ご
推
察
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
21
年
歌
会
始
（
お
題
「
生
」）
で
は
次

の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

 

　
　
　

御
製
（
天
皇
陛
下
の
お
歌
） 

　

生
き
も
の
の
織
り
な
し
て
生
く
る
様(

さ
ま)

　

見
つ
つ
皇
居
に
住
み
て
十
五
年
経(

へ)

ぬ

　　
　
　

皇
后
陛
下
御
歌 

　

生
命(

い
の
ち)

あ
る
も
の
の
か
な
し
さ　

　

早
春
の
光
の
な
か
に
揺
り
蚊(

ユ
ス
リ
カ)

の

　

舞
ふ

　　

今
年
の
お
題
は
「
光
」
で
す
が
、
大
御
心
を

い
た
だ
き
な
が
ら
今
年
一
年
の
「
生
」
を
大
事

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
御
代
の
更
な
る
弥

栄
と
平
安
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　　

さ
て
、
当
神
明
社
は
、
平
成
十
八
年
か
ら
三
ヶ

年
に
亘
り
神
社
本
庁
よ
り
埼
玉
県
で
一
社
「
第

十
一
期
神
社
振
興
対
策
教
化
モ
デ
ル
神
社
」
の

指
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

昨
年
三
月
に
は
、
無
事
指
定
期
間
が
終
了
し
、

神
社
本
庁
に
お
い
て
全
国
指
定
神
社
宮
司
の
報

告
会
が
開
催
さ
れ
、
三
ヶ
年
の
活
動
の
成
果
を

確
認
し
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
他
社
の
取

り
組
み
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

今
後
社
頭
の
発
展
と
氏
子
の
皆
様
の
弥
栄
の
た

め
に
初
心
に
か
え
り
、
神
明
に
奉
仕
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
五
年
に
第
六
十
二
回
の
伊

勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
ま
す
。
遷
宮
に

向
け
て
諸
祭
儀
、
諸
準
備
も
順
調
に
執
り
進
め

ら
れ
て
い
る
ご
様
子
で
す
。
今
後
、
日
本
の
心

の
故
郷
で
あ
る
お
伊
勢
さ
ま
へ
の
参
宮
も
遷
宮

に
あ
わ
せ
て
行
う
予
定
で
す
。　
　
　

　

今
年
も
社
頭
繁
栄
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
参

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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月
の
原
日
記

「撫でいも」を撫でる及川さん、奥野さん

朝日差す奥宮

全国教化モデル神社宮司研究会

★
彩
の
国　

　
　

歴
史
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

　

彩
の
国　

歴
史
ウ
ｵ
ー
キ
ン
グ
の

コ
ー
ス
の
訪
問
地
の
一
つ
と
し
て
当
社

の
い
も
神
様
の
取
材
が
あ
り
ま
し
た
。

　

県
内
の
歴
史
的
建
造
物
や
旧
跡
、
伝

統
芸
能
や
有
形
無
形
の
文
化
財
、
伝
統

工
芸
な
ど
を
訪
ね
る
番
組
で
す
。

　

ウ
ｵ
ー
キ
ン
グ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

第
１
号
の
奥
野
清
歩
さ
ん
（
右
）
と
及

川
や
よ
い
さ
ん
（
左
）
が
、
当
社
を
訪

れ
、
い
も
神
様
に
つ
い
て
由
緒
や
当
社

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

★
神
明
社
の
写
真
募
集

銀杏の葉で輝く境内

　

近
年
、
お
隣
の
多
聞
院
を
は
じ
め
、

当
神
明
社
の
境
内
の
四
季
折
々
の
風
景

を
撮
ら
れ
て
い
る
、
写
真
愛
好
家
の
姿

を
時
々
見
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

左
の
写
真
は
、
三
芳
町
在
住
の
牧
英

雄
さ
ん
撮
影
の
写
真
で
す
。
偶
然
、
文

化
祭
で
展
示
さ
れ
て
い
る
の
拝
見
し
て
、

拝
殿
、
社
務
所
に
掲
示
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
社
の
四
季
折
々
の
風
景
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
紹
介
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
等

を
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
、

ご

関

心

あ

る

方

は
、
宮
司

宅
ま
で
ご

連

絡

下

さ
い
。

　

★
全
国
宮
司
研
究
会

★
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　

開
設
し
ま
し
た

出来上がったホームページのトップページ

　

教
化
モ
デ
ル
神
社
事
業
の
一
つ
で
あ

る
、
当
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
完
成
し
、

開
設
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
社
の
由
来
や
、
い
も
神
様
に
つ
い

て
も
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

特
に
、
い
も
神
様
に
つ
い
て
は
「
富
の

い
も
の
は
じ
ま
り
～
吉
田
弥
右
衛
門
物

語
」
と
し
て
、
作
成
し
た
紙
芝
居
に
音

声
を
吹
き
込
み
ま
し
た
。

　

神
社
や
お
祭
り
の
情
報
発
信
と
氏
子

の
皆
様
方
と
の
意
見
交
換
の
場
と
し
て

も
活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
開

設
し
た
ば
か
り
で
不
備
な
点
も
多
々
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
メ
ー
ル
等
で

ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。
尚
、
ア
ド
レ
ス
は
、
紙
面
上

部
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

　

三
月
二
十
四
、
二
十
五
日
の
二
日
間

に
わ
た
り
、
教
化
モ
デ
ル
神
社
に
指
定

を
受
け
た
全
国
の
宮
司
の
研
究
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
当
社
は
昨
年
三
月
に

指
定
が
終
了
し
ま
し
た
が
、
三
年
間
の

事
業
活
動
の
報
告
と
次
期
三
年
間
指
定

を
受
け
た
宮
司
と
の
意
見
交
換
会
も
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
指
定
神
社
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
環
境
や
歴
史
の
中
で
様
々
な
活
動

を
行
っ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
り
ま

し
た
。
今
後
の
活
動
に
活
か
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
埼
玉

県
で
は
、
行
田
市
の
前さ

き
た
ま玉

神
社
が
次
期

指
定
を
受
け
ま
し
た
。



★
婦
人
部
活
動
報
告

    

明
治
神
宮
正
式
参
拝

新
年
の
ご
挨
拶

『
神
と　

酒
と　

　

俳
句
の
道
を
訪
ね
て
』

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

氏
子
並
び
に
崇
敬
会
の
皆
様
に
は
、

健
や
か
に
新
し
い
年
を
お
迎
え
い
た
だ

い
た
も
の
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位

二
十
年
の
慶
賀
の
年
で
あ
り
、
全
国
で

奉
祝
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
皇
室
の

発
展
と
天
皇
陛
下
の
ご
健
勝
を
心
か
ら

お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
政
権
が
変
わ
り
、
陛
下
へ
の

不
遜
の
発
言
や
政
治
利
用
と
解
釈
さ
れ

か
ね
な
い
外
国
の
賓
客
と
会
わ
れ
る
場

合
の
「
一
ヶ
月
ル
ー
ル
」
が
破
ら
れ
、

現
政
権
の
皇
室
に
対
す
る
対
応
に
は
憂

慮
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
達
神
社
人
の
使
命
と
し
て
、
日
本

の
文
化
、
伝
統
の
中
心
で
も
あ
り
ま
す

皇
室
を
、
し
っ
か
り
と
お
守
り
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
強
く
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
年
も
、
少
し
で
も
社
頭
発
展
の

た
め
に
尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
ご
指
導

ご
鞭
撻
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
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恒
例
の
神
明
社
氏
子
総
代
会
の
研
修

旅
行
が
、
今
年
も
例
年
同
様
に
去
る
二

月
下
旬
（
二
十
二
～
三
日
）
に
、
一
泊

二
日
の
行
程
で
、
総
勢
二
十
余
名
の
参

加
を
得
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
先
は
、
福
島
県
域
の
奥

州
路
、あ
の
「
奥
の
細
道
」
周
辺
で
し
た
。

　

そ
の
主
た
る
目
的
は
、
わ
が
神
明
社

の
御
神
酒
「
富
乃
神
明
」
の
醸
造
元
で

あ
る
酒
蔵
「
笹
の
川
酒
造
」
の
工
場
見

学
と
、
こ
の
「
笹
の
川
酒
造
」
の
社
長

さ
ん
が
総
代
を
務
め
て
お
り
ま
す
磐
州

郡
山
総
鎮
守
「
安
積
国
造
（
あ
さ
か
く

に
つ
こ
）
神
社
」の
参
拝
で
あ
り
ま
し
た
。

　

更
に
加
え
て
、
俳
句
で
有
名
な
「
奥

の
細
道
」
の
ゆ
か
り
の
地
、
須
賀
川
市

の
「
芭
蕉
記
念
館
」
に
立
ち
寄
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

風
流
の　

は
じ
め
や
奥
の

　
　
　
　
　
　
　
　

田
植
唄　
（
芭
蕉
）

の
名
句
に
導
か
れ
て
、
風
流
の
世
界
を

覗
き
見
し
た
あ
と
、
こ
の
夜
の
泊
ま
り

は
、会
津
若
松
の
「
庄
助
の
宿
」
で
し
た
。

　

や
は
り
、
風
流
の
究
め
は
、
温
泉
で

す
。
酒
で
す
、
唄
で
す
、
宴
会
で
す
。

会
津
の
山
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
て
、
楽

し
い
宴
の
一
夜
は
更
け
て
い
っ
た
も
の
で

し
た
。

　

か
く
し
て
翌
日
は
、
南
会
津
、
大
内

宿
の
宿
場
見
学
等
を
経
て
、
一
路
無
事
、

帰
着
し
た
の
で
し
た
。

　

日
頃
よ
り
、
神
社
に
奉
仕
す
る
ご
一

行
に
、
益
々
の
ご
神
恩
と
弥
栄
を
念
じ

つ
つ
回
想
を
終
わ
り
ま
す
。

　
　
　

総
代
会
副
会
長　

鈴
木　

平
二

平
成
二
十
一
年　

総
代
会
研
修
旅
行
記

御神酒芋焼酎「富乃神明」の醸造元「笹の川酒造」を見学（福島県郡山）

　

九
月
二
日
、
婦
人
部
の
事
業
と
し
て

明
治
神
宮
の
正
式
参
拝
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

神
宮
内
・
外
苑
一
帯
に
わ
た
っ
て
鬱

蒼
と
茂
っ
た
緑
し
た
た
る
常
磐
の
森
は
、

御
鎮
座
に
あ
た
り
、
全
国
か
ら
献
木
さ

れ
た
お
よ
そ
十
万
本
、
三
六
五
種
の
人

工
林
で
、
面
積
は
七
十
万
平
方
メ
ー
ト

ル
。
森
厳
な
杜
の
中
の
玉
砂
利
を
踏
み

し
め
な
が
ら
、
厳
粛
な
気
持
ち
で
正
式

参
拝
を
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
中
に
は
、
は
じ
め
て
明
治

神
宮
に
お
参
り
さ
れ
た
方
も
い
て
、
お

祀
り
さ
れ
て
い
る
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇

太
后
の
ご
神
恩
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き

た
と
喜
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、
表
参
道
ヒ
ル
ズ
で
ラ
ン

チ
、
原
宿
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
楽
し
い

一
時
を
過
ご
し
、
親
睦
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

総
代
会
会
長

　
　

阿
部　

征
一

皇
室
へ
の
ソ
ボ
ク
な
ギ
モ
ン

　

天
皇
陛
下
が
御
即
位
二
十
年
を
迎
え

ら
れ
ま
し
た
。
皇
室
に
つ
い
て
い
く
つ
か

の
疑
問
に
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

◎
天
皇
家
と
神
道
の
関
係
は
？

　

神
道
は
、
日
本
古
来
の
民
族
的
な
宗

教
で
す
。
欧
米
の
一
神
教
の
よ
う
な
開

祖
、
教
義
、
教
典
は
な
く
、
山
や
小
川

や
木
、
竃
な
ど
万
物
に
目
に
見
え
な
い

神
が
宿
る
と
考
え
、
先
祖
を
大
切
に
敬

う
信
仰
で
す
。
縄
文
時
代
の
原
始
日
本

人
が
持
っ
て
い
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
信
仰

を
大
和
朝
廷
が
大
切
に
守
り
な
が
ら
育

て
、
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
が
神

道
で
す
。
そ
し
て
、
天
皇
は
、
全
日
本

人
に
代
わ
っ
て
天
照
大
御
神
を
祭
り
、

五
穀
豊
穣
、
国
民
の
幸
せ
、
世
界
の
平

和
な
ど
を
ひ
た
す
ら
お
祈
り
に
な
る
存

在
で
し
た
。

　

◎
万ば

ん
せ
い
い
っ
け
い

世
一
系
と
は
？

　

天
皇
や
皇
室
の
永
遠
性
を
表
す

言
葉
。
初
代

・
神
武
天
皇
か
ら
第

百
二
十
五
代

・
今
上
天
皇
ま
で
一
貫
し

て
男
系
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

◎
天て

ん
そ
ん
こ
う
り
ん

孫
降
臨
と
は
？

　

日
本
の
皇
室
の
始
ま
り
は
、
神
話

の
中
の
「
天
孫
降
臨
」
に
遡
り
ま
す
。

皇こ
う

そ
し
ん

祖
神
（
皇
室
の
ご
先
祖
）
天
照
大

治
め
な
さ
い
」
と
神
勅
を
与
え
ま
し

た
。
天
照
大
御
神
が
治
め
て
い
た
の
は

「
高た

か
ま
が
は
ら

天
原
」
と
い
う
天
上
の
世
界
。
豊

葦
原
瑞
穂
の
国
は
日
本
の
こ
と
を
褒
め

た
呼
び
名
で
「
豊
か
な
葦
原
に
瑞
々
し

い
稲
穂
が
実
る
国
」
と
い
う
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
天
照
大
御
神
の
孫

が
地
上
を
治
め
る
た
め
に
天
上
か
ら
降

臨
し
ま
す
。
こ
れ
が
「
天
孫
降
臨
」
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
の
ひ

孫
が
初
代

・
神
武
天
皇
に
な
り
、
現
在

ま
で
一
系
統
で
続
い
て
き
ま
し
た
。

　

神
話
に
は
北
欧
神
話
や
ケ
ル
ト
神
話

も
あ
り
ま
す
が
、
神
話
を
自
分
の
物
語

と
し
受
け
継
い
で
き
た
人
た
ち
は
も
う

い
ま
せ
ん
。
日
本
は
、
神
話
の
世
界
が

現
実
の
も
の
と
し
て
生
活
の
な
か
に
生

き
て
い
る
唯
一
の
国
な
の
で
す
。

　

◎
宮き

ゅ
う
ち
ゅ
う
さ
い
し

中
祭
祀
と
は
？

　

宮
中
で
天
皇
が
主
宰
さ
れ
て
行
わ
れ

る
祭
祀
。
起
源
は
、「
日
本
書
紀
」
に

記
さ
れ
て
い
る
「
神
勅
」
に
求
め
ら
れ

ま
す
。
天
照
大
御
神
が
天
孫
降
臨
に

あ
た
っ
て
天
孫
に
授
け
た
鏡
を
「
こ
の

宝ほ
う
き
ょ
う

鏡
を
私
（
天
照
大
御
神
）
だ
と
思
っ

て
宮
中
に
祀
る
よ
う
に
」
と
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
宮
中
祭
祀
の
第
一
の
祭
典
で

あ
る
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭
も
高
天
原
の
斎ゆ

に
わ庭

の
稲
穂

を
授
け
て
「
食
物
と
し
て
地
上
で
栽
培

す
る
よ
う
に
」
と
い
う
神
勅
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。

　

天
皇
は
、
お
祭
り
の
際
に
は
必
ず
身

を
清
め
て
、
清
浄
な
装
束
を
つ
け
て
ご

奉
仕
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
祭
、
小
祭
や

臨
時
祭
、
ま
た
毎
月
一
日
、
十
一
日
、

二
十
一
日
に
行
わ
れ
る
旬し

ゅ
ん
さ
い

祭
を
含
め
る

と
、
年
間
六
十
回
余
に
な
り
ま
す
。
皇

后
陛
下
が
妃
殿
下
の
頃
、
皇
太
子
殿
下

が
、
一
年
で
最
も
重
要
な
新
嘗
祭
か
ら

戻
っ
て
来
ら
れ
た
時
の
御
歌
に

　

新に
い
な
め嘗

の　

み
祭

ま
つ
り

果
て
て　

還か
え

り
ま
す

　
　

君
の
み
衣

こ
ろ
も　

夜や

き気
冷ひ

え
び
え
し

と
あ
り
、「
国
や
す
か
れ
、
民
や
す
か

れ
」
と
こ
う
し
た
天
皇
に
よ
る
祈
り
が

二
千
六
百
余
年
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

◎
「
君
が
代
」
の
由
来
は
？

　

原
歌
（
も
と
う
た
）
は
古
代
に
ま
で

遡
り
ま
す
が
、
初
見
は
古
今
和
歌
集
。

「
わ
が
君
は　

千
代
に
ま
し
ま
せ　

さ

ざ
れ
石
の　

い
は
ほ
と
な
り
て　

苔
の

む
す
ま
で
」
よ
み
人
し
ら
ず
で
長
寿
を

祈
る
歌
で
す
。「
わ
が
君
」
は
「
天
皇
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
分
に
と
っ

て
敬
愛
す
べ
き
相
手
の
こ
と
。
古
代
か

ら
愛
誦
さ
れ
、
千
年
以
上
庶
民
に
う
た

い
継
が
れ
、
明
治
に
な
っ
て
イ
ギ
リ
ス

人
の
軍
楽
長
の
「
国
歌
を
作
る
べ
き
」

と
い
う
助
言
に
よ
っ
て
薩
摩
藩
の
大
山

巌
が
「
歌
詞
は
古
歌
か
ら
選
ぶ
べ
き
」

と
愛
誦
し
て
い
た
「
君
が
代
」
を
選
ん

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

◎
日
本
国
の
象
徴
と
は
？

　

憲
法
第
一
条
に
「
日
本
国
の
象
徴
で

あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
あ
り

ま
す
。
象
徴
と
い
う
の
は
新
渡
戸
稲
造

が
「
武
士
道
」
の
中
で
、
天
皇
は
象
徴

（sim
b
o
l

）
と
説
明
し
た
の
を
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
援
用
し
た
も
の
で
す
。

　

桜
を
見
る
と
春
を
感
じ
、
富
士
山
を

見
る
と
日
本
を
感
じ
る
と
い
う
の
が
象

徴
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
国
の
象
徴
と

は
、
天
皇
を
見
た
時
に
、
伝
統
、
文
化
、

歴
史
、
国
土
、
国
民
、
民
族
そ
う
し
た

も
の
を
全
部
包
括
し
た

「
日
本
」
を
感

じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
は
お
よ
そ
二
千
年
間
、
そ
の
よ

う
な
存
在
を
大
切
に
守
っ
て
き
た
の
で

す
。

御
神
が
、
孫
の
ニ
ニ

ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
「
こ
の

豊と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ

葦
原
瑞
穂
の
国
を

旧
皇
族
竹
田
家
、
明
治
天
皇
の
玄
孫

竹
田
恒
泰
氏
に
よ
る
皇
族
に
関
す
る
著
書


