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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
今
の
世
は
、“
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
未
収
束
”、“
物
価
の
高

騰
”、“
地
球
温
暖
化
に
よ
る
災
害
の
多
発
”

等
々
と
、
心
を
暗
く
す
る
事
が
次
々
と
脳

裏
に
浮
か
ぶ
厳
し
い
世
相
で
す
。
が
、
そ

う
し
た
中
で
も
私
達
は
そ
れ
ぞ
れ
に
工
夫

し
、
心
が
出
来
る
だ
け
明
る
く
穏
や
か
に

な
る
よ
う
に
意
識
し
て
生
活
し
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。

さ
て
、
新
年
を
迎
え
ま
す
と
、
お
そ

ら
く
多
く
の
方
は
神
社
仏
閣
へ
初
詣
を

な
さ
っ
て
、「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」

と
い
う
格
言
の
よ
う
に
、
新
年
を
機
に
心

新
た
に
様
々
に
向
か
う
一
年
間
の
行
動
、

生
活
の
在
り
方
に
誓
い
を
立
て
、
神
仏
に

そ
れ
が
叶
え
ら
れ
ま
す
よ
う
一
所
懸
命
に

お
願
い
を
な
さ
る
、
お
祈
り
を
さ
れ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
祈
り
」
と
い
う
言
葉
を
語
源

の
上
で
書
物
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、

「
祈
り
」
と
は
「
生
き
る
（
い
）
こ
と

を
宣
べ
る
（
の
り
）」、
つ
ま
り
自
分

の
行
動
を
宣
言
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

自
の
こ
と
を
願
う
の
は
「
依
存
す
る
」

こ
と
で
、
宣
言
す
る
こ
と
は
「
加
護

を
求
め
る
こ
と
」。
自
分
の
生
命
を
感

謝
し
、
見
守
っ
て
も
ら
う
事
が
祈
り

の
本
来
の
意
味
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
あ
り
ま
す
。

祈
り
は
神
仏
へ
願
望
を
叶
え
て
も
ら

え
る
よ
う
に
お
願
い
す
る
こ
と
で
は
な
い

の
で
す
。
往
々
に
し
て
人
の
心
は
大
な
り

小
な
り
自
分
の
生
き
る
行
為
、
つ
ま
り
行

動
を
脇
へ
置
い
て
お
い
て
、
即
神
仏
の
ミ

チ
カ
ラ
に
縋
り
神
仏
に
行
動
を
叶
え
て
も

ら
お
う
と
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
う

で
は
な
い
の
で
す
。
祈
り
は
自
己
の
力
に

よ
る
行
動
の
達
成
を
自
身
及
び
神
仏
に
誓

い
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
神
仏
に
見
守
っ

て
も
ら
う
よ
う
思
い
を
こ
め
る
こ
と
な
の

で
す
。
勿
論
こ
れ
は
、
年
頭
等
の
大
き
な

節
目
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
新
た
に

行
動
を
起
こ
す
時
の
全
て
に
い
え
る
こ
と

で
す
。

そ
し
て
そ
の
上
で
、
先
の
「
一
年
の
計

は
元
旦
云
々
」
の
言
葉
と
共
に
よ
く
一
緒

に
い
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
長
続
き
し
な

い
意
味
の
「
三
日
坊
主
」
と
い
う
語
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
、
祈

り
と
行
動
を
連
動
さ
せ
、
日
頃
か
ら
神
仏

へ
イ
ノ
チ
の
守
護
の
感
謝
の
心
を
捧
げ
つ

つ
、
実
際
に
行
動
を
起
こ
し
て
完
遂
す
る

ま
で
、
行
動
達
成
の
誓
い
と
見
守
り
願
い

の
祈
り
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
肝
心
と
い

え
ま
す
。

現
今
は
、
何
事
も
多
忙
な
こ
と
等
も

あ
っ
て
か
、
神
仏
を
拝
す
こ
と
が
概
し
て

乏
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

ま
す
が
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
先
人
の

祈
り
の
語
源
的
意
味
理
解
に
よ
る
“
祈
り

に
根
付
く
行
動
の
生
活
”
の
必
要
性
が
強

く
感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。

そ
の
先
人
に
繋
が
る
私
達
で
す
。
し
っ

か
り
と
こ
の
考
え
に
学
ん
で
、
実
行
し
生

活
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

今
年
も
元
気
で
歩
み
始
め
ま
し
ょ
う
。
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

令
和
五
年
の
新
春
に
あ
た
り
、
皆

様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
輝
か
し
い

新
春
を
お
迎
え
の
事
と
心
か
ら
お
喜

び
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
天
皇
・

皇
后
両
陛
下
の
ご
安
泰
と
皇
室
の
弥

栄
・
ご
隆
昌
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も

昨
年
秋
に
は
、
終
息
を
見
せ
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
、

社
会
情
勢
は
混
迷
の
年
で
あ
り
ま
し

た
。熊

野
大
社
に
お
き
ま
し
て
は
、
氏

子
・
崇
敬
者
の
ご
理
解
ご
協
力
に
よ

り
祭
典
を
滞
り
な
く
ご
奉
仕
す
る
事

が
出
来
ま
し
た
。

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
氏
子
、
崇
敬
者
の
皆
様
の

ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
し
、
新

春
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

熊
野
大
社
氏
子
会
会
長

石

倉

憲

昭

新
年
を
迎
へ
て
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令
和
五
年
、
新
玉
の
年
を
迎
え
、

国
運
の
隆
昌
、
な
ら
び
に
皇
室
の
御

安
泰
は
も
と
よ
り
、
氏
子
、
崇
敬
者
、

各
位
の
ご
多
幸
、
ご
発
展
を
心
よ
り

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
旧
統
一
教
会
の
問
題
が

世
間
を
賑
わ
し
、
連
日
テ
レ
ビ
で
報

道
さ
れ
、
我
々
に
宗
教
と
い
う
も
の

の
あ
り
方
を
考
え
る
機
会
と
な
り
ま

し
た
。

旧
約
聖
書
に
よ
り
ま
す
と
、
唯
一

絶
対
に
し
て
全
知
全
能
な
る
エ
ホ
バ

の
神
が
六
日
間
で
天
地
万
物
を
創
造

し
、
神
に
似
せ
て
人
類
の
祖
先
ア
ダ

ム
と
イ
ブ
を
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
神
は
ア
ダ
ム
を
泥
で

も
っ
て
人
間
の
形
に
作
り
、
そ
れ
に

生
命
の
気
を
吹
き
入
れ
て
生
き
物
と

な
し
、
そ
の
助
骨
を
一
本
抜
き
取
っ

て
イ
ブ
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
後
に
、
ア
ダ
ム

と
イ
ブ
が
神
の
戒
め
を
破
り
、「
善

悪
を
知
る
樹
の
果
実
」
を
食
べ
た
為

に
罪
人
と
し
て
、
永
遠
に
エ
デ
ン
の

園
を
追
放
さ
れ
、
人
類
は
原
罪
を
背

負
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

こ
の
神
話
か
ら
は
、
我
々
人
類
は
、

神
に
対
し
て
ぬ
ぐ
い
難
い
罪
を
負
っ

た
の
だ
か
ら
、
そ
の
罪
を
償
う
た
め

に
、
神
に
献
身
、
奉
仕
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
、
圧
倒
的
な
神
の
絶

対
性
と
強
制
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

一
方
、
日
本
の
神
話
で
は
、『
古

事
記
』
の
冒
頭
に
、「
天
地
の
初
発

の
時
、
高
天
原
に
成
り
ま
せ
る
神
の

名
は
、
天
之
御
中
主
神
、
次
に
高
御

産
巣
日
神
、
次
に
神
産
巣
日
神
」
と

造
化
三
神
の
神
が
語
ら
れ
、「
む
す

び
」
の
働
き
に
よ
り
、
次
々
に
神
々

が
生
ま
れ
ま
す
。

伊
邪
那
岐
、
伊
邪
那
美
の
二
柱
の

神
様
に
至
っ
て
、
本
格
的
な
生
み
の

物
語
と
し
て
の
「
国
生
み
」
が
あ
り
、

山
川
草
木
を
始
め
と
し
て
、
万
物
が

生
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

日
本
の
神
の
伝
え
で
は
、
人
も
万

物
と
同
じ
よ
う
に
、
神
か
ら
生
ま
れ

た
存
在
で
あ
り
、
神
と
人
と
は
血
の

つ
な
が
り
あ
っ
た
親
と
子
の
関
係
に

あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

日
本
の
神
は
、
全
知
全
能
の
神
で

も
な
く
、
人
の
煩
悩
を
と
が
め
る
神

で
も
な
く
、た
だ
人
を
「
産
ん
だ
神
」

で
あ
り
、「
産
ま
れ
た
人
」
は
、
そ

の
命
に
よ
っ
て
神
と
固
く
結
ば
れ
て

い
ま
し
た
。

従
っ
て
、
旧
約
聖
書
に
書
か
れ
て

い
る
よ
う
な
原
罪
と
い
う
考
え
は
、

日
本
の
神
の
教
え
に
は
無
く
、
本
来

清
浄
無
垢
な
神
か
ら
生
ま
れ
た
人
の

魂
が
、
罪
、
穢
れ
に
よ
っ
て
曇
る
の

で
、
禊
に
よ
っ
て
祓
う
と
い
う
こ
と

が
、
古
来
か
ら
一
番
重
視
さ
れ
て
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

天
皇
陛
下
は
新
年
を
迎
え
る
に
あ

た
っ
て
国
安
か
れ
、
民
安
か
れ
と
国

民
の
安
寧
と
世
界
平
和
を
願
わ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
我
々
も
熊
野
の
大

神
様
、
ス
サ
ノ
オ
の
神
様
の
ご
神
縁

に
今
年
も
結
ば
れ
、
祈
り
も
清
ら
か

に
本
年
も
報
恩
感
謝
の
真
を
捧
げ
て
、

日
本
及
び
世
界
の
平
和
に
貢
献
し
て

参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

真
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

熊
野
大
社
崇
敬
会
会
長

岡

崎

朝

臣

新
年
の
ご
挨
拶
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初
詣
・
皇
室
の
弥
栄
と
世
界
の
平
和
と
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
い
の
り
ま
し
ょ
う
。

令
和
五
年
の
干
支

（
皇
紀
二
、六
八
三
年
）

 
癸み

ず
の
と
う卯

絵
馬

お
頒わ
か

ち
料
（大）
一
、〇
〇
〇
円

（小）
五
〇
〇
円

お
頒わ
か
ち
料
　
　 
三
、五
〇
〇
円

手
は
本
来
穀
物
を
か
き
寄
せ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
穀
霊

を
人
間
の
霊
魂
と
一
体
化
し
て
考
え
、

霊
を
か
き
寄
せ
人
間
の
再
生
を
も
た

ら
し
幸
運
を
得
る
と
い
う
意
味
の
縁

起
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
社
で
は
生
々
繁
栄
、
会
社
発
展
、

商
売
繁
昌
、
家
運
隆
昌
を
祈
願
し
て

授
与
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

開
運
招
福
・
厄
　
除

家
内
安
全
・
商
売
繁
昌

絵
馬
付破

魔
生
矢

お
頒わ
か

ち
料

　
大
絵
馬
付  

二
，〇
〇
〇
円

　
小
絵
馬
付  

一
，五
〇
〇
円

（大）（小）

内
安
全
、
商
売
繁
昌
、
開
運
招
福
、

厄
除
を
祈
念
い
た
し
ま
し
た
“
癸

卯
”
の
干
支
の
絵
馬
付
の

　“
破
魔
生
矢
”

を
お
受
け
に
な
り
“
家
庭
”“
会
社
”

等
に
お
祀
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪

魔
を
打
破
、
邪
気
を
退
散
さ
せ
、
大
神

さ
ま
の
“
み
め
ぐ
み
”
を
戴
か
れ
ご
家

族
の
皆
様
が
ご
健
康
で
お
幸
福
な
日
々

を
お
過
ご
し
下
さ
い
。

　

縁
起
物
授
与
所
で
お
わ
か
ち
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

福
運
を
迎
え
る

福
　
笹

お
頒わ
か
ち
料
　
一
、〇
〇
〇
円

内
安
全
、

商
売
繁
昌

を
祈
念
い
た
し

て
あ
り
ま
す
。

　

ご
参
拝
の
際

お
受
け
に
な
り

福
運
を
戴
き
佳

き
年
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
い
た

し
ま
し
ょ
う
。

生
々
繁
栄
を
祈
願

熊
　
手

年
は
“
卯
”
年
で
あ
り
ま
す
。

清
々
し
く
新
年
を
お
迎
え
に
な
り
今
年
も
健

康
で
幸
福
な
佳
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
ご
祈
念

の
上
、
御
社
頭
で
授
与
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
絵
馬
は
「
卯
」
年
に
因
み
大
神
さ
ま
か
ら

幸
福
の
“
ご
縁
”
が
戴
か
れ
ま
す
よ
う
、
造
形
作

家
の
藤
田
丈
氏
が
「
ま
ご
こ
ろ
」
を
こ
め
て
描
か

れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

〔今〕

〔熊〕

〔家〕

〔家〕
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　宮
司
を
始
め
県
内
の
知
名
人
（
福
男
、
年
男
）の
皆
さ
ん

の
ご
奉
仕
に
よ
っ
て
豆
撒
き
神
事
を
執
り
行
い
ま
す
。

　引
き
続
き
各
自
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
に
努
め
な
が
ら
、

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　御
祭
神
ス
サ
ノ
オ
ノ
大
神
さ
ま
が
蘇
民
将
来
に
「
茅
の
輪
」
を
授
け
ら
れ
厄

難
を
打
ち
払
い
お
助
け
に
な
っ
た
と
云
う
故
事

に
因
み
、
除
災
招
福
、
心
気
蘇
生
を
祈
願
い
た

し
ま
し
た
「
節
分
祭
茅
の
輪
」
を
授
与
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

ご
祈
念
料
伍
千
円
以
上

　
　
祝
祭
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う
。

ご
祈
念
の
ご
案
内

　

生
命
を
与
え
て
下
さ
っ
て
日
々
ご
守

護
を
戴
い
て
い
る
大
神
さ
ま
へ
感
謝
の

心
を
さ
さ
げ
、
更
に
新
し
い
生
命
力
・

御
霊
力
を
戴
き
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化

し
て
い
く
現
代
社
会
を
心
惑
う
こ
と
な

く
正
し
く
生
き
ぬ
い
て
い
く
こ
と
が
出

来
ま
す
よ
う
に
、
秋
の
お
お
み
ま
つ
り

に
ご
祈
念
の
お
取
次
ぎ
を
い
た
し
て
お

り
ま
す
。
お
申
込
み
下
さ
い
。

　

（
一
つ
の
願
い
ご
と
に
つ
き
五
、
〇

　
　

〇
〇
円
以
上
で
す
）

一
、
願
い
ご
と

　
　

家
内
安
全
。
商
売
繁
昌
。
良
縁
。

　
　

会
社
発
展
。
従
業
員
安
全
。
厄
除
。

　
　

交
通
安
全
。
五
穀
豊
穣
。
安
産
。

病
気
平
癒
。
進
学
成
就
。
諸
願
成

就
。
海
上
安
全
。
大
漁
満
足
。
そ

の
他
ご
希
望
の
願
い
ご
と
。

一
、
ご
祈
念
を
希
望
さ
れ
ま
す
方
は
同

封
の
振
替
用
紙
に
、
ご
住
所
、
ご

氏
名
、
ご
年
令
、
ご
祈
念
料
を
明

記
し
て
お
申
込
み
下
さ
い
。

一
、
ご
祈
念
を
し
た
お
守
は
お
送
り
い

た
し
ま
す
。
又
ご
参
拝
の
際
は
受

付
所
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

尚
、
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
又
ご
希
望

の
日
、
何
時
で
も
受
付
い
た
し
て
お
り

ま
す
。
当
社
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

一
、
ご
祈
念
料
　
伍
千
円
以
上
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十
一
月
四
日
（
旧
暦
十
月
十
一
日
）

に
全
国
の
八
百
万
の
神
々
を
お
招
き
し
、

神
在
祭
を
厳
粛
に
奉
仕
し
た
。
本
社
で

祝
詞
を
奏
上
し
た
後
、
伊
邪
那
美
神
社

へ
移
動
し
て
玉
串
を
捧
げ
た
。

　

前
日
の
十
一
月
三
日
に
は
伊
邪
那
美

神
社
に
設
置
し
た
神
籬
（
ヒ
モ
ロ
ギ
）

に
八
百
万
の
神
々
を
迎
え
る
神
迎
祭
を

奉
仕
し
、
十
一
月
十
九
日
に
神
々
を
お

送
り
す
る
神
等
去
出
祭
を
奉
仕
し
、
神

在
り
祭
の
期
間
を
終
え
た
。

　

八
雲
町
出
身
戦
没
者
の
英
霊
を
お
慰

め
し
平
和
を
祈
願
す
る
祭
典
を
八
雲
町

内
の
神
職
・
住
職
合
同
に
よ
り
本
年
は

仏
式
優
先
で
厳
粛
に
斎
行
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
本
年
も
参
列
者

を
絞
り
、
ゆ
う
あ
い
熊
野
館
多
目
的
広

場
よ
り
慰
霊
碑
を
遥
拝
し
て
執
り
行
っ

た
。

　

導
師
の
読
経
、
斎
主
の
祝
詞
奏
上
が

行
わ
れ
、
参
列
者
が
焼
香
を
行
い
、
英

霊
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
。

（
十
一
月
三
日
〜
十
一
月
十
九
日
）

（
九
月
二
十
四
日 

午
前
十
時
）

　

新
し
い
年
を
熊
野
大
社
で
迎
え

よ
う
と
深
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
多

く
の
方
が
境
内
に
列
を
作
り
、
日

付
が
変
わ
る
瞬
間
を
待
っ
た
。
午

前
零
時
に
は
本
殿
扉
が
開
か
れ
、

今
年
こ
そ
は
良
い
年
と
な
る
よ
う

祈
る
姿
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

　

午
前
六
時
に
は
新
年
を
祝
う
歳

旦
祭
を
斎
行
し
、
国
家
の
繁
栄
、

世
界
平
和
、
人
々
の
幸
福
を
祈
っ

た
。

　

一
月
二
日
に
は
舞
初
祭
を
斎
行

し
、
小
学
生
は
「
幣
舞
」
中
学
生

は｢

浦
安
舞｣

を
数
か
月
ぶ
り
に

奉
納
し
、
今
年
一
年
元
気
に
奉
仕

が
で
き
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
た
。

　

晴
天
に
恵
ま
れ
正
月
三
が
日
の

人
出
は
十
五
万
人
と
な
っ
た
。

令
和
五
年
癸
卯
歳

新
春
初
詣

十
五
万
人
で
賑
う

熊
野
大
社
崇
敬
会

入
会
の
お
す
す
め

　

熊
野
大
神
の
御
神
徳
を
奉
戴
し
、

敬
神
崇
祖
の
誠
を
致
し
健
全
な
る

国
民
精
神
の
高
揚
に
努
め
広
く
国

家
社
会
の
繁
栄
に
寄
与
す
る
を
目

的
と
し
、
そ
の
達
成
の
た
め

①
熊
野
大
神
の
御
神
徳
発
揚
の

為
祭
典
、
神
事
、
行
事
及
び

諸
建
宇
整
備
と
保
持
に
奉
賛
。

②
会
員
相
互
の
親
睦
を
計
る
為

機
関
紙
を
発
行
。

③
必
要
と
す
る
事
業
を
行
う
。

一
、
会
費

個
人
会
費（
年
額
）参
千
円
以
上

団
体
会
費（
年
額
）五
千
円
以
上

一
、
待
遇

イ
会
員
誕
生
日
は
健
康
と
繁
栄

和
楽
を
祈
願
、
日
供
祭
は
全

会
員
の
安
寧
を
祈
願
し
ま
す
。

ロ
春
秋
大
祭
に
ご
案
内
し
ま
す
。

ハ
新
春
神
迎
の「
御
神
符
」「
干

支
の
絵
馬
」を
お
届
け
し
ま

す
。

ニ
会
員
章
を
差
し
上
げ
ま
す
。

　

熊
野
大
神
さ
ま
か
ら
幸
福
の
ご

縁
が
戴
か
れ
ま
す
よ
う
ご
入
会
の

ご
案
内
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
知
り
合
い
の
方
々
へ
の
ご
勧

誘
を
も
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

神
在
祭

八
雲
町
出
身

　
戦
没
者
慰
霊

　
　
平
和
祈
願
祭
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新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

神
社
役
員
の
み
参
列
の
も
と
例
大
祭
が

厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

巫
女
舞
も
大
事
を
取
っ
て
中
止
と
し
、

神
前
に
様
々
な
御
供
え
を
並
べ
、
大
神

さ
ま
の
ご
守
護
に
感
謝
す
る
祝
詞
を
奏

上
す
る
の
み
の
お
祭
り
と
な
っ
た

　

そ
の
後
参
列
者
代
表
に
よ
る
玉
串
拝

礼
が
行
わ
れ
、
参
列
者
は
そ
れ
ぞ
れ
神

前
で
深
い
祈
り
を
奉
げ
、
来
年
こ
そ
は

盛
大
に
大
祭
を
斎
行
出
来
る
よ
う
祈
っ

た
。

　

本
年
も
残
念
な
が
ら
神
楽
の
奉
納
や

餅
ま
き
行
事
が
中
止
と
な
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

神
社
関
係
者
等
の
少
数
の
参
列
の
み
で

鑽
火
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
。

　

出
雲
大
社
宮
司
家
（
出
雲
国
造
家
）

の
繁
栄
等
を
祈
念
し
て
祝
詞
が
奏
せ
ら

れ
た
。
次
い
で
出
雲
大
社
よ
り“
神
餅
”

が
奉
献
さ
れ
て
亀
太
夫
が
“
神
餅
”
の

出
来
栄
え
を
吟
味
、
来
年
こ
そ
は
良
い

出
来
の
“
神
餅
”
を
奉
献
す
る
よ
う
申

し
立
て
、
火
を
起
こ
す
神
器
の
鑽
火
器

が
授
与
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
出
雲
大
社
宮
司
が
百
番
の
舞

を
奉
仕
さ
れ
、
大
神
さ
ま
の
ご
神
意
に

叶
う
神
明
奉
仕
を
誓
わ
れ
た
。

　

奉
献
さ
れ
た
“
神
餅
”
は
切
り
分
け

て
参
拝
者
に
授
与
さ
れ
た
。

（
十
月
十
四
日 

午
前
十
時
）

（
十
月
十
五
日 

午
前
十
時
）

ー 

亀
太
夫
神
事 

ー

一
月
中

　
　
　

一
日　

歳
旦
祭

　
　
　

二
日　

舞
初
祭

　
　
　

五
日　

奉
賽
祭

　
　

十
五
日　

月
次
祭　

奉
賽
祭

二
月
中

　
　
　

一
日　

早
旦
祭　

奉
賽
祭

　
　
　

三
日　

節
分
祭
厄
除
招
福
諸

　
　
　
　
　
　

願
成
就
祈
祷
祭

当
日
午
前
十
一
時
節
分
祭
厄

除
招
福
祈
祷
祭
を
斎
行
。

　
　

十
一
日　

建
国
記
念
祭

　
　

十
五
日　

月
次
祭　

奉
賽
祭

　
　

十
七
日　

祈
年
祭

　

二
十
三
日　

天
皇
誕
生
日
祭

　

二
十
八
日　

御
狩
納
祭

三
月
中

　
　
　

一
日　

早
旦
祭　

奉
賽
祭

　
　

十
五
日　

月
次
祭　

奉
賽
祭

　
　
　

中
旬　

御
狩
感
謝
祭

　
　
　

下
旬　

奨
学
祭　

巫
女
交
代

　
　
　
　
　
　

祭

　
　
　

下
旬　

立
志
お
祝
い
の
祭

一
月
・
二
月
・
三
月

お
ま
つ
り
の
日

例
大
祭

鑽
火
祭
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バ
ス
一
台
通
り
過
ぎ
ゆ
く
大
橋
を
一
人
占
め
し
て
霜
月
真
昼

抜
歯
す
る
医
師
の
言
葉
に
う
な
が
さ
れ
吾
は
大
き
く
息
を
吐
き
た
り

測
候
所
の
立
ち
入
り
禁
止
の
湧
き
水
に
菱
の
実
み
た
子
は
み
な
同
じ
罪

藤
袴
に
浅
黄
斑
の
飛
び
交
ひ
て
姉
亡
き
家
の
秋
の
深
ま
る

バ
ス
停
に
朝
日
を
浴
び
て
待
ち
い
る
に
今
日
の
始
ま
る
音
の
生
れ
ゆ
く

鳶
一
羽
ま
さ
お
な
空
を
め
ぐ
り
ゐ
る
わ
た
し
の
麦
わ
ら
帽
子
を
奪
へ

魚
一
尾
は
ね
た
る
湖
の
光
さ
へ
今
生
の
も
の
眼
を
凝
ら
す 福

　
島
　
伸
　
子

岩
　
田
　
明
　
美

新
　
谷
　
国
　
子

古
　
志
　
節
　
子

木
　
下
　
み
ゆ
き

弘
　
井
　
文
　
子

安
　
部
　
洋
　
子

松
江
短
歌
の
会

献
　
　
　
詠

　

島
根
県
猟
友
会
会
長
細
田
信
男
氏
を

は
じ
め
主
に
島
根
県
東
部
の
猟
友
会
会

員
が
参
列
、
ま
た
全
国
各
地
か
ら
多
数

の
お
供
え
が
奉
納
さ
れ
、
今
季
の
狩
猟

の
安
全
と
豊
猟
、
農
作
物
へ
の
鳥
獣
に

よ
る
被
害
の
減
少
を
祈
る
御
狩
安
全
祈

願
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。
祝
詞
奏
上
の
後
、

今
季
の
狩
猟
の
出
来
を
占
う
的
射
が
行

わ
れ
た
。
例
年
で
あ
れ
ば
、
祭
典
後
、

直
会
が
行
わ
れ
会
員
同
士
の
親
交
を
深

め
あ
う
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、
コ
ロ
ナ

感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
昨
年
に
続

き
今
年
も
中
止
と

な
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

熊
野
各
地
区
か
ら
代
表
者
の
み
の
参
列

と
し
、
新
穀
感
謝
祭
が
静
粛
に
斎
行
さ

れ
た
。

　

今
年
も
神
前
に
う
ず
た
か
く
新
穀

（
袋
）
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
大
神
さ
ま

に
豊
か
な
収
穫
の
秋
を
迎
え
ら
れ
た
こ

と
を
感
謝
し
、
来
年
も
豊
作
と
な
る
よ

う
祈
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

新
年
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
が
着
々

と
境
内
で
進
め
ら
れ
る
中
、
今
年
の
汚

　

今
年
の
間
に
つ
い
た
罪
穢
れ
を
祓
い
、

新
年
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
を
す
る
大

祓
を
斎
行
し
た
。

　

参
列
者
は
来
年
こ
そ
は
コ
ロ
ナ
禍
が

収
束
し
、
元
の
健
や
か
な
る
生
活
へ
と

立
ち
返
ら
れ
る
よ
う
祈
り
、
大
祓
詞
を

奏
上
し
切
幣
で
罪
穢
れ
を
祓
っ
た
。

（
十
一
月
二
十
七
日　
　
　
　
　

午
後
一
時
三
十
分
）

（
十
二
月
三
十
一
日
）

（
十
二
月
二
十
日
）

（
十
月
三
十
一
日 

午
後
二
時
）

御
狩
安
全
祈
願
祭

新
穀
感
謝
祭

お
煤
祓

大
祓
・
除
夜
祭

れ
を
今
年
の
う
ち
に
祓
う
神
事
が
行
わ

れ
た
。

　

神
職
が
昔
な
が
ら
の
笹
竹
を
使
い
普

段
手
入
れ
の
行
き
と
ど
か
な
い
高
所
を

中
心
に
ホ
コ
リ
を
落
と
し
、
清
風
会
の

方
々
が
照
明
に
つ
い
た
汚
れ
を
ふ
き
取

り
、
殿
内
を
明
る
く
し
た
。


