
新
年
午
前
零
時
か
ら
、
早

瀧
比
咩
神
社
で
歳
旦
祭
が
取

り
行
わ
れ
ま
し
た
。

お
飾
り
用
の
新
稲
藁
（
わ

ら
）
の
入
手
か
ら
始
ま
り
陰

干
し
乾
燥
、
袴
取
り
を
経
て

12
月
初
旬
に
役
員
総
出
で
〆

縄
（
し
め
な
わ
）
作
り
を
行

い
、
向
拝
の
大
〆
縄
を
完
成

飾
り
付
け
し
、
そ
の
他
の
〆

縄
は
年
末
に
各
社
に
飾
り
付

け
を
行
い
ま
し
た
。

大
晦
日
に
は
清
掃
後
に
横

断
幕
と
向
拝
幕
や
御
神
灯
の

取
付
け
や
旧
お
札
回
収
箱
の

設
置
、
テ
ン
ト
を
設
営
し
甘

酒
や
焼
き
芋
な
ど
の
準
備
を

し
て
皆
様
の
参
拝
を
お
待
ち

し
ま
し
た
。

元
旦
零
時
よ
り
宮
司
を
お

迎
え
し
役
員
一
同
・
地
区
役

員
出
席
の
元
、
式
典
を
厳
粛

に
執
り
行
い
ま
し
た
。
歳
旦

祭
は
新
年
を
祝
い
皇
室
の
繁

栄
と
国
の
益
々
の
発
展
を
祈

る
と
と
も
に
、
氏
子
崇
敬
者

と
地
域
社
会
の
平
和
と
繁
栄

を
祈
り
元
旦
に
行
わ
れ
る
お

祭
り
で
す
。
早
瀧
比
咩
神
社

境
内
で
は
皆
さ
ん
が
焚
火
を

囲
み
な
が
ら
新
年
の
祝
詞
を

取
り
交
わ
し
ま
し
た
。
元
日

は
役
員
一
同
が
皆
さ
ん
の
初

詣
参
拝
に
本
殿
・
拝
殿
を
開

放
し
て
対
応
、
古
い
お
札
は

三
日
ま
で
回
収
し
ま
し
た
。

皆
様
方
の
本
年
の
ご

多
幸
を
お
祈
り
し
ま
す
。

一
月
三
日
午
後
一
時
か
ら

早
瀧
比
咩
神
社
に
て
米
寿
・

喜
寿
の
年
齢
に
達
せ
ら
れ
、

希
望
さ
れ
た
七
名
の
皆
様
の

厄
払
い
・
お
祝
い
・
玉
串
奉

典
な
ど
の
儀
式
を
執
り
行
い

ま
し
た
。

厄
年
の
年
齢
は
、
人
の
一

生
の
中
で
も
、
体
力
的
、
家

庭
環
境
的
、
或
い
は
対
社
会

的
に
そ
れ
ぞ
れ
転
機
を
迎
へ

る
時
で
も
あ
り
、
災
厄
が
起

こ
り
や
す
い
時
期
と
し
て
忌

み
慎
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

年
に
当
た
っ
て
は
、
神
様
の

御
加
護
に
よ
り
災
厄
か
ら
身

を
護
る
た
め
、
神
社
に
参
詣

を
し
て
、
災
厄
を
祓
う
厄
祓

い
の
儀
（
厄
除
け
）
が
お
こ

な
わ
れ
ま
す
。
厄
年
の
年
齢

は
「
数
え
年
」
で
数
え
、
地

域
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
男
性

が
二
十
五
歳
・
四
十
二
歳
・

六
十
一
歳
、
女
性
が
十
九
歳
・

三
十
三
歳
・
三
十
七
歳
な
ど

を
言
い
、
こ
の
年
齢
の
前
後

を
前
厄
・
後
厄
と
称
し
ま
す
。

本
来
、
厄
年
は
長
寿
を
祝
う

還
暦
（
六
十
一
歳
）
や
古
稀

（
七
十
歳
）
、
喜
寿
（
七
十

七
歳
）
、
米
寿
（
八
十
八
歳
）
、

や
白
寿
（
九
十
九
歳
）
な
ど

の
年
祝
い
と
同
じ
、
晴
れ
の

年
齢
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
現
在
で
は
、
災
難
が
多

く
生
じ
る
面
が
強
調
さ
れ
、

そ
の
禁
忌
の
感
覚
が
強
く
な

り
ま
し
た
が
、
七
五
三
や
成

人
式
な
ど
と
と
も
に
、
人
生

に
お
け
る
通
過
儀
礼
と
し
て
、

大
切
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

感
染
力
が
早
い
と
さ
れ
る

新
し
い
型
の
コ
ロ
ナ
菌
株
の

感
染
拡
大
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
お
宮
行
事
は
よ
り
厳
密

に
消
毒
・
換
気
・
マ
ス
ク
着

用
を
励
行
し
三
密
を
避
け
な

が
ら
行
事
を
進
め
ま
す
。
今

年
度
行
事
は
ほ
ぼ
予
定
通
り

完
了
し
ま
し
た
。
四
月
の
役

員
改
選
後
は
五
月
の
春
祭
り

と
な
り
ま
す
。
ま
も
な
く
梅

や
植
樹
し
た
河
津
桜
の
開
花

時
期
を
迎
え
ま
す
の
で
お
宮

に
は
親
し
み
を
持
っ
て
散
歩

が
て
ら
お
出
か
け
下
さ
い
。
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あ
と
が
き

年
末
に
島
池
の
土
手
に
あ

る
、
弁
財
天
宮
の
様
子
を
見

に
行
っ
た
。
（
祀
ら
れ
て
い

る
市
杵
島
姫
命
に
つ
い
て
は

前
号
に
詳
述
し
た
の
で
ご
参

照
く
だ
さ
い
）
少
々
驚
い
た

の
は
祠
に
真
新
し
い
〆
縄
が

飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

山
村
の
人
は
一
切
面
倒
み
て

い
な
い
と
聞
い
て
い
た
し
、

お
宮
役
員
も
久
し
く
行
っ
て

な
い
の
で
謎
で
す
。
創
建
さ

れ
た
宇
野
の
篤
志
家
の
ご
子

孫
が
準
備
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

こ
の
祠
を
覆
う
鉄
骨
製
建

屋
屋
根
裏
に
作
ら
れ
た
大
き

な
雀
蜂
の
巣
を
撤
去
し
、
支

柱
に
〆
縄
（
秋
祭
時
の
お
宮

幣
殿
用
を
流
用
）
を
取
り
付

け
た
。
（
編
集
士
）

新
年
の
ご
挨
拶

神
社
氏
子
総
代
会

新
年
（
寅
年
）
開
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
氏
子

の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
良
い
新
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と
推

察
致
し
ま
す
。
昨
年
中
は
早
瀧
比
咩
神
社
の
運
営
に
格
別
の
ご
理

解
と
ご
協
力
や
多
く
の
ご
寄
進
を
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
は
特
別
行
事
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
感
染
防
止
対
策

を
取
り
な
が
ら
定
例
行
事
を
予
定
通
り
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
あ
い
ま
を
見
て
お
宮
風
致
向
上
の
た
め
、
小
宮
さ
ん
周
辺
や

滝
区
の
管
理
区
域
に
入
る
早
滝
自
然
公
園
内
の
一
の
滝
～
三
の
滝

周
辺
、
天
狗
の
足
跡
と
龍
王
宮
の
裏
山
の
雑
木
伐
採
、
雑
草
の
除

去
や
社
務
所
裏
の
駐
車
場
整
備
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
参
道
や
境

内
・
梅
林
の
空
い
た
場
所
へ
河
津
桜
の
植
樹
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
蒼
穹
珈
琲
の
大
家
さ
ん
が
、

旧
古
市
邸
・
屋
敷
を
購
入
し
整
備

さ
れ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
す
っ

き
り
と
し
た
景
観
が
実
現
で
き
ま

し
た
。
整
備
す
る
過
程
で
連
理
木

を
発
見
、
山
陽
新
聞
の
記
事
に
な
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
市
内
外
か
ら
の

来
客
が
増
え
た
た
め
、
コ
ピ
ー
版

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
不
足
し
、
印

刷
に
切
り
替
え
る
と
い
う
事
態
と

な
り
ま
し
た
が
、
う
れ
し
い
こ
と

に
そ
の
分
お
賽
銭
が
増
え
ま
し
た
。

歳旦祭行われました
厄払い祭も！！

 新年明けましておめでとう

歳

旦

祭

厄

払

い

祭

向拝飾り付け中

神社正面の夜景

参列された皆様

祈念お守りの受取り

今
後
の
お
宮
行
事


