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平
成
二
十
五
年
の
新
春
を
迎

へ
、
謹
ん
で
新
年
の
御
祝
詞
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

天
皇
・
皇
后
両
陛
下
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
お
す
こ
や
か
に

新
春
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し

た
こ
と
、
慶
賀
の
至
り
に
存
じ

上
げ
ま
す
。

　

氏
子
崇
敬
会
の
皆
様
方
に
お

か
れ
ま
し
て
も
ご
健
勝
に
て
新

年
を
お
迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
い
よ
い
よ
伊
勢
の
神

宮
で
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
の

斎
行
を
迎
え
る
年
と
な
り
ま
し

た
。
夏
に
は
新
宮
の
御
敷
地
に

お
白
石
を
敷
き
つ
め
る
「
お
白

石
持
行
事
」
が
、
地
元
伊
勢
の

市
民
を
は
じ
め
多
く
の
崇
敬
者

皆
様
ご
参
加
の
も
と
、
盛
大
に

執
り
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

秋
に
は
檜
の
香
り
も
芳
し
く
、

瑞
々
し
い
新
社
殿
に
御
神
体
を

遷
し
奉
る
「
遷
御
」
の
儀
が
斎

行
さ
れ
る
予
定
で
す
。
二
十

年
に
一
度
の
国
家
の
重
儀
で
あ

る
御
遷
宮
の
完
遂
を
何
よ
り
も

祈
念
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

当
社
と
い
た
し
ま
し
て
も
翌

平
成
二
十
六
年
一
月
に
伊
勢
神

宮
式
年
参
宮
を
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

神
明
の
無
辺
の
ご
加
護
を
い

た
だ
き
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様

に
と
っ
て
、
本
年
が
幸
多
き
年

に
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
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月
の
原
日
記

第
六
十
二
回

伊
勢
式
年
遷
宮

　

参
宮
団
ご
案
内

新
年
の
ご
挨
拶

奉納いただいた「神明社」の社額（拝殿前）

　
二
十
年
に
一
度
の
国
家
の
重
儀
で
あ

る
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
が
こ
の
秋
に

斎
行
さ
れ
ま
す
。
当
社
で
は
、
参
宮
団

を
結
成
し
、
平
成
二
十
六
年
一
月
に
遷

御
さ
れ
た
新
社
殿
に
伊
勢
参
り
を
行
い

ま
す
。
あ
ら
た
め
て
総
代
を
通
じ
て
ご

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
一
、
日
程
　
平
成
二
十
六
年
一
月

　
　
　
二
十
七
日
ま
た
は
二
十
八
日

　
　
　
ど
ち
ら
か
出
発
の
二
泊
三
日
　

　
　
　（
神
社
庁
の
割
り
当
て
が
未
定
）

　
二
、
参
加
申
し
込
み
人
数
　
七
十
名

　
三
、
参
加
費
　
　
　
五
五
〇
〇
〇
円

　
四
、
主
な
行
程
（
予
定
）

　
　【
初
日
】
出
発
～
伊
勢
外
宮
参
拝

　
　
鳥
羽
温
泉
泊
　【
二
日
目
】
伊
勢

　
　
神
宮
内
宮
、
御
垣
内
参
拝
、
下
呂

　
　
温
泉
泊
　【
三
日
目
】
高
山
市
内

　
　
散
策
飛
騨
総
社
参
拝
又
は
世
界
遺

　
　
産
白
川
郷

　
五
、
そ
の
他
　
お
問
い
合
せ
は
神
明

　
　
　
社
宮
司
宅
ま
で
。
氏
子
以
外
の

　
　
　
方
の
参
加
も
歓
迎
で
す
。

　
◆
昨
秋
、「
い
も
神
様
」
の
社
殿
が

風
雨
等
で
傷
む
の
を
避
け
る
た
め
に

「
覆
い
屋
」を
竣
工
し
ま
し
た
。
こ
こ
数

年
「
い
も
神
社
」
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
等

の
取
材
も
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。

　
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
台
を
作
っ

た
故
鈴
木
文
吾
先
生
の
「
な
で
い
も
」。

同
じ
く
サ
ツ
マ
イ
モ
を
抱
い
た
狛
犬
。

鈴
木
先
生
が
当
社
を
訪
れ
、
作
製
に
あ

た
っ
て
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
の
が
昨
日

の
よ
う
に
懐
か
し
く
思
い
返
さ
れ
ま
す
。

　
◆
昨
年
か
ら
神
社
参
道
等
の
整
備

や
清
掃
を
し
て
下
さ
る
社
長
さ
ん
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
社
名
等
を
ご
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
伺
っ
た
ら
「
陰

徳
を
積
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
か

ら
」
と
ご
遠
慮
さ
れ
ま
し
た
。「
陰
徳

を
積
む
」
と
は
、
人
知
れ
ず
に
行
う
善

行
で
あ
り
、
世
間
に
知
ら
れ
な
い
行
い

で
す
。
良
い
こ
と
を
す
る
と
、
そ
れ
が

自
分
に
も
返
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

す
。陰
徳
あ
れ
ば
陽
報
あ
り
と
も
い
い
、

陰
徳
を
積
む
こ
と
が
人
間
に
は
大
切
で

あ
り
、
こ
れ
が
開
運
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。

　
◆
神
道
に
は
『
敬
神
生
活
の
綱
領
』

と
い
う
、
神
社
信
仰
に
お
け
る
実
践
生

活
の
規
範
を
示
し
た
も
の
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
内
容
は
左
記
の
通
り
で
す
。

　
一
、
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩
と
に
感

　
　
謝
し
、
明
き
清
き
ま
こ
と
を
以
っ

　
　
て
祭
祀
に
い
そ
し
む
こ
と

　
二
、世
の
た
め
人
の
た
め
に
奉
仕
し
、

　
　
神
の
み
こ
と
も
ち
と
し
て
世
を
つ

　
　
く
り
固
め
成
す
こ
と

　
三
、
大
御
心
を
い
た
だ
き
て
、
む
つ

　
　
び
和
ら
ぎ
、
国
の
隆
昌
と
世
界
の

　
　
共
存
共
栄
と
を
祈
る
こ
と

　
◆
私
達
は
、天
地
自
然
の
恵
み
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。大
地
に
住
み
、

太
陽
・
水
・
空
気
の
恩
恵
を
受
け
生

命
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
祖

先
の
お
陰
に
よ
り
こ
の
世
に
生
を
受
け

て
い
ま
す
。
祖
先
あ
っ
て
の
自
己
を
考

参道の清掃奉仕

いも神様の「覆い屋」

え
る
と
き
、
祖
先
の
恩
・
天
地
の
神
々

の
恵
み
に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と

は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
宅
の
神
棚
に
手
を
あ
わ
せ
た
り
、
神

社
参
拝
時
に
は
自
分
の
願
い
事
を
す
る

前
に
、
ま
ず
は
感
謝
の
念
を
神
様
に
伝

え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
家
族
を
お
さ
め
隣
近
所
の

付
き
合
い
を
良
く
し
、
人
々
の
た
め
に

奉
仕
す
る
こ
と
。
自
分
一
個
の
た
め
の

幸
福
だ
け
で
な
く
、
自
分
以
外
の
人
々

の
幸
福
の
た
め
に
も
手
を
差
し
伸
べ
る

こ
と
で
す
。
他
人
の
喜
び
を
自
分
の
喜

び
と
す
る
精
神
、
こ
こ
に
神
道
の
理
想

の
ひ
と
つ
が
あ
り
ま
す
。
世
界
の
人
々

と
互
い
に
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
く
理

想
が
、
こ
の
綱
領
に
は
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。



　
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
。

　
未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日

本
大
震
災
か
ら
一
年
九
ヶ
月
が
過
ぎ
ま

し
た
。
今
な
お
被
災
者
の
多
く
の
人
が

ご
苦
労
な
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
被
災

地
の
早
急
な
復
旧
復
興
を
心
よ
り
願
っ

て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
今
年
、
平
成
二
十
五
年
は

伊
勢
神
宮
で
は
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
ま

す
。
式
年
遷
宮
は
二
十
年
に
一
度
、
御

正
殿
そ
し
て
御
社
殿
、
御
神
宝
を
は
じ

め
一
切
を
一
新
し
て
新
宮
へ
大
御
神
様

に
お
遷
り
い
た
だ
く
お
祭
り
で
す
。
こ

の
式
年
遷
宮
は
千
三
百
年
と
い
う
永
い

歴
史
と
伝
統
の
あ
る
日
本
民
族
の
一
大

祭
典
で
あ
り
ま
す
。

　
当
神
明
社
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
大

勢
の
氏
子
並
び
に
崇
敬
者
の
皆
様
か
ら

ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

十
九
年
に
は
「
お
木
曳
き
」
の
行
事
に
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所
沢
新
田
氏
子
総
代
　
新
井
　
公
一

総
代
会
会
長

　
　
新
井
　
公
一

秩
父
神
社
参
拝
と
秩
父
路
を
訪
ね
て

総代会研修旅行　秩父神社にて

　
恒
例
の
神
明
社
氏
子
総
代
会
の
研

修
旅
行
が
今
年
も
二
月
十
三
日
、
総

数
十
六
名
の
参
加
を
得
て
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
年
は
神
明
社
婦
人
部
の
皆
様
及

び
総
代
会
の
前
会
長
様
、
前
副
会
長
様

に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
回
の
研
修
地
は
、
埼
玉
県
秩
父

市
の
秩
父
神
社
で
す
。
当
日
、
宮
司
宅

を
午
前
八
時
に
出
発
し
た
我
々
は
関
越

道
に
入
り
、
途
中
、
花
園
Ｉ
Ｃ
で
関
越

道
を
降
り
、秩
父
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

秩
父
神
社
に
九
時
三
十
分
に
到
着
し
全

員
揃
っ
て
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。

　
秩
父
神
社
は
埼
玉
県
は
も
と
よ
り
関

東
地
方
に
お
い
て
も
有
数
の
古
社
で
あ

り
、秩
父
地
方
全
域
を
代
表
す
る
神
社
、

鎮
守
と
し
て
秩
父
の
精
神
的
支
柱
で
あ

り
続
け
て
き
ま
し
た
。
社
殿
は
秩
父
盆

地
の
中
心
に
あ
り
、
南
に
武
甲
山
を
仰

い
で
い
ま
す
。
山
里
秩
父
は
秩
父
神
社

そ
し
て
武
甲
山
と
共
に
発
展
し
た
秩
父

市
に
あ
り
ま
す
。

　
秩
父
神
社
参
拝
の
の
ち
、
神
社
の

近
く
に
あ
る
秩
父
ま
つ
り
会
館
を
見
学

平
成
二
十
四
年
総
代
会
研
修
旅
行
記

い
た
し
ま
し
た
。
秩
父
夜
祭
り
に
奉
納

さ
れ
る
豪
壮
な
秩
父
屋
台
囃
子
の
音
の

中
、
屋
台
、
笠
鉾
を
目
前
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
秩
父
夜
祭
り
は
日
本

三
大
祭
り
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
約

三
百
年
の
歴
史
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
し
て
、
午
前
一
〇
時
三
〇
分
秩
父

ま
つ
り
会
館
を
あ
と
に
し
ま
し
た
。
一

路
、
秩
父
温
泉
満
願
の
湯
に
向
か
い
ま

し
た
。
途
中
、
秩
父
の
山
並
み
に
堪
能

し
つ
つ
車
は
秩
父
路
を
走
り
ま
し
た
。

道
が
だ
ん
だ
ん
細
く
な
り
登
り
に
な
り

到
着
し
た
満
願
の
湯
は
山
の
中
の
一
軒

家
の
感
じ
で
綺
麗
な
山
懐
で
し
た
。
み

ん
な
で
温
泉
に
浸
り
、
和
気
藹
々
、
愉

し
く
懇
親
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
午
後
三
時
三
〇
分
、
満
願
の
湯
に
別

れ
て
再
び
関
越
道
を
走
り
全
員
無
事
に

帰
着
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
研
修
旅
行
は
日
帰
り
で
し
た

が
、
宮
司
を
は
じ
め
全
員
楽
し
い
研
修

旅
行
で
し
た
。

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
私
達
、
神
社
の
使
命
と
し
て
日
本
の

文
化
・
伝
統
を
し
っ
か
り
と
お
守
り
し

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
強
く
感

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
今
年
も
氏
子
並
び
に
崇
敬
者
の
皆
様

と
一
緒
に
神
社
繁
栄
の
為
に
尽
力
さ
せ

て
い
た
だ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
年
も
皆
様
方
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

新
年
の
ご
挨
拶

★
日
本
の
神
話

『
三さ

ん
き
し
ん

貴
神
の
誕
生
』

　
埼
玉
県
神
社
庁
で
は
、
日
本
の
神
話

を
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
こ
う

と
、
毎
年
、
神
話
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
成

し
て
い
ま
す
。
今
年
は
『
三
貴
神
の
誕

生
』
で
す
。

　
今
回
は
、日
本
で
最
も
尊
い
神
社
で
、

三
重
県
に
あ
る
伊
勢
神
宮
に
お
祀
り
さ

れ
て
い
る
、
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
と
い
う
神
様

が
生
ま
れ
る
お
話
で
す
（
当
神
明
社
の

ご
祭
神
）。こ
の
お
話
の
元
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
今
か
ら
千
三
百
年
前
に
ま
と

め
ら
れ
た
「
古こ

じ

き
事
記
」
と
い
う
本
に
書

か
れ
た
神
話
で
す
。
こ
の
「
古
事
記
」

を
作
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
の
が
天
武

天
皇
で
す
。

　
ま
た
、
今
年
十
月
に
は
、
伊
勢
神
宮

の
式
年
遷
宮
と
い
う
お
祭
り
が
行
わ
れ

ま
す
。
こ
の
お
祭
り
は
、
二
十
年
ご
と

ご
と
に
神
様
の
御
殿
を
造
り
替
え
、
神

様
を
お
遷
し
す
る
日
本
最
大
の
お
祭
り

で
す
。
こ
れ
を
初
め
て
決
め
ら
れ
た
の

も
天
武
天
皇
な
の
で
す
。

　
さ
て
、
天
上
の
神
々
の
世
界
で
あ
る

高
天
原
を
お
治
め
に
な
り
、
地
上
で
は

伊
勢
神
宮
の
中
心
で
あ
る
内
宮
に
お
祀

り
さ
れ
て
い
る
の
が
天
照
大
御
神
と
い

う
神
様
で
す
。

　
お
話
は
、
こ
の
天
照
大
御
神
の
お
父

さ
ん
の
伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

邪
那
岐
命
と
、
お
母
さ
ん
の

伊い
ざ
な
み
の
み
こ
と

邪
那
美
命
と
い
う
二
人
の
神
様
が
、

天
上
の
神
様
か
ら
命
じ
ら
れ
て
、
な
ん

と
日
本
の
大
地
を
生
み
だ
し
、
さ
ら

に
は
、
こ
の
国
の
大
地
や
自
然
、
自
然

平成１９年のお木曳き行事

二見浦の夫婦岩

現
象
の
一
つ
一
つ
を
神
様

と
し
て
生
み
だ
さ
れ
て
き

た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま

す
。

※
社
務
所
に
て
頒
布
し
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、
部
数

に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
ご
了
承
下
さ
い
。


