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皆
さ
ん
「
正
月
に
、
な
ぜ
初
詣
に
行
く
の

か
?
」
な
ど
、
私
た
ち
の
身
近
な
生
活
習
慣

の
中
で
、
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
風
習
や
そ

の
風
習
の
も
つ
、
物
事
の
意
味
に
つ
い
て
考

え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
そ
ん
な
思
い
か

ら
、
諏
訪
神
社
宮
司
の
石
村
聖

ま
さ
し

さ
ん
に
、
お

話
を
伺
い
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
（
宮
本
）
始
め
に
石
村
さ
ん
は
、
何
時
か
ら

諏
訪
神
社
の
宮
司
を
さ
れ
て
い
る
ん
で
す

か
。

（
石
村
）
私
は
元
々
、
緑
の
弓
削
神
社
の
出

身
で
す
が
、
東
京
で
医
療
関
係
の
会
社
に
勤

め
て
い
ま
し
た
。
平
成
7
年
に
、
宮
総
代
の
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守
り
伝
え
る
も
の
・
一

方
々
か
ら
諏
訪
神
社
の
宮
司
に
と
い
う
話
が

あ
り
、
引
き
受
け
た
次
第
で
す
。
受
け
る
に

当
た
っ
て
は
、
10
年
間
勤
め
た
会
社
や
家
族

の
事
、
そ
し
て
経
済
的
な
事
等
、
悩
み
ま
し

た
が
、
諏
訪
様
が
私
を
呼
ん
で
く
れ
て
い
る

の
か
な
と
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
、
こ
の
縁
、
出
会
い
を
大
切

に
し
た
い
と
い
う
想
い
で
毎
日
を
過
ご
し
て

い
ま
す
。

（
宮
本
）
私
は
、
人
の
縁
に
は
見
え
な
い
力

と
い
う
か
運
命
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
て
い

ま
す
が
、
そ
う
い
う
出
会
い
が
あ
っ
た
ん
で

す
ね
。
失
礼
で
す
が
神
社
に
よ
っ
て
名
前
と

か
、
何
か
違
い
が
あ
る
ん
で
す
か
。

（

石

村

）

例

え

ば
、
お
寺
だ
っ
た

ら
仏
様
や
宗
派
が

違
う
と
思
い
ま
す

が
、
神
社
も
お
祀

り
す
る
神
様
が
違

い
ま
す
。
神
道
に

は
、
八や

お

ろ

ず

百
万
の
神か

み

と
い
っ
て
い
ろ
ん
な
種
類
の
神
が
お
ら
れ
ま

す
。
伊
勢
神
宮
に
は
天

あ
ま
て
ら
す照

大
お
お
み
か
み神

、
明
治
神
宮

に
は
明
治
天
皇
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
の

神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
か
で
神
社
の
呼
び
名

が
違
い
ま
す
。
諏
訪
神
社
で
は
武た

け

み

な

か

た

の

み

こ

と

御
名
方
命

と
い
っ
て
大だ

い

こ

く国
様
で
有
名
な
大

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
の
御み

子こ

に
当
た
る
方
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

（
宮
本
）
そ
う
で
す
か
。
初
め
て
諏
訪
神
社

の
神
様
の
名
前
を
知
り
ま
し
た
。
今
ま
で
そ

ん
な
こ
と
、
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
い
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

正
月
行
事
に
つ
い
て

（
宮
本
）
今
号
は
、
新
年
号
で
す
の
で
、
正

月
行
事
で
あ
る
初
詣
に
つ
い
て
、
詳
し
く
教

え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
ま
た
、
初
詣
の
参

拝
者
も
昔
に
比
べ
る
と
増
え
て
き
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
い
い

こ
と
な
の
で
し
ょ

う
が
、
車
の
正
月

飾
り
も
減
り
「
短

い
期
間
で
、
も
っ

た
い
な
い
と
か
。

処

分

に

困

る

か

ら
」
と
、
古
き
良

き
生
活
習
慣
等
、

わ
れ
わ
れ
日
本
人

の
伝
統
が
廃
れ
て

き
て
い
る
よ
う
に

も
思
い
ま
す
。

（
石
村
）
そ
う
で
す
ね
。
正
式
な
正
月
飾
り

を
し
て
い
る
家
も
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
く

な
り
、
正
月
気
分
を
感
じ
に
く
く
な
っ
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
今
の
時
代
、
ス

ピ
ー
ド
化
・
情
報
化
と
い
う
か
、
正
月
も
営

業
を
し
て
い
る
お
店
も
あ
り
、
利
益
や
結
果

諏訪神社宮司　石村 聖
まさし

さん
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だ
け
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
日
本
人
自
体
が

と
て
も
「
せ
っ
か
ち
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
正
月
行
事
等
、

普
段
の
生
活
と
の
違
い
、
め
り
は
り
の
あ
る

生
活
を
楽
し
む
と
い
う
習
慣
が
少
な
く
な
っ

て
き
た
こ
と
を
寂
し
く
思
い
ま
す
し
、
そ
の

弊
害
で
し
ょ
う
が
、
け
じ
め
が
つ
け
ら
れ
な

い
人
が
増
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

初
詣
は
歳
を
と
る
こ
と
、
生
か
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
感
謝
し
、
家
族
の
幸
せ

や
自
己
の
目
標
達
成
を
願
い
、
安
ら
か
な
気

持
ち
で
今
年
一
年
の
幸
福
を
氏
神
様
に
お
祈

り
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
余
談
で

す
が
、
一
月
一
日
の
こ
と
を
「
元
旦
」
と
い

い
、
国
民
の
祝
日
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

　

こ
の
「
旦
」
は
、
地
平
線
か
ら
日
が
昇
る

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
元
旦
と
は
、
一
月
一
日
の
朝
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」

と
い
う
諺
が
あ
る
よ
う
に
、
年
の
初
め
に
祈

る
こ
と
に
初
詣
の
意
義
が
あ
り
、
そ
も
そ

も
、
我
々
に
歳
を
と
ら
せ
て
く
れ
る
「
歳

神
様
」
を
お
迎
え
す
る
行
事
で
す
。
で
す

か
ら
、
お
正
月
に
は
、
家
の
内
外

を
掃
除
し
て
清
め
、
そ
こ
に
歳
神

様
を
迎
え
る
た
め
の
依
り
代
と
な

る
「
門
松
」
や
「
注し

め

か

ざ

連
飾
り
」
を

門
口
に
付
け
、
鏡
餅
を
お
供
え
し

ま
す
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
橙

だ
い
だ
い

、

裏う

ら

じ

ろ白
、
ゆ
ず
り
葉
な
ど
は
、
そ
れ

ぞ
れ
意
味
が
あ
る
か
ら
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

家
の
中
で
祖
父
母
か
ら
子
や
孫
へ
、
常
識
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
部
分
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
最
近
で
は
核
家
族
化
等
、
社
会

経
済
情
勢
の
変
化
も
あ
り
、
昔
か
ら
の
生
活

習
慣
を
教
わ
る
場
が
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
物
事
の
道
理
を
知
ら
ず
に
、
何

と
な
く
人
が
や
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
人
が

増
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
今
一
度
、
私
た

ち
の
生
活
文
化
、
そ
の
物
事
の
本
質
を
見
つ

め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
宮
本
）
そ
う
で
す
ね
。
お
話
を
伺
い
、
正

月
行
事
に
は
よ
り
幸
せ
に
生
き
た
い
と
い
う

神
へ
の
切
な
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
私
も
、
今
年
の
初
詣

で
は
、
心
か
ら
先
祖
へ
感
謝
の
気
持
ち
を
込

め
、
神
様
に
祈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

祈
る
と
い
う
こ
と

（
石
村
）
人
は
神
様
や
仏
様
に
祈
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
心
が
穏
や
か
に
な
り
、
謙
虚
な
気

持
ち
に
な
り
ま
す
。
科
学
万
能
主
義
の
今
の

時
代
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
情
報
も

簡
単
に
入
手
で
き
、
何
で
も
自
分
で
で
き
る

よ
う
に
錯
覚
し
て
い
る
方
も
多
い
よ
う
で
す

が
、
人
生
経
験
を
積
ん
で
い
く
と
自
分
の
力

だ
け
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
事
や

人
間
を
超
越
し
た
存
在
を
感
じ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
「
人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待

つ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
自
分
で

で
き
る
限
り
の
努
力
を
し
た
上
で
、
そ
れ
で

も
結
果
が
つ
い
て
く
る
場
合
と
、
こ
な
い
場

合
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
時
の
運
、
場
所
の

運
、
機
会
の
運
な
ど
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

最
後
は
神
様
、
仏
様
の
判
断
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
宮
本
）
私
も
、
最
大
限
で
き
る
限
り
の
努

力
を
し
た
上
で
、
最
後
は
心
を
込
め
て
願
う

と
い
う
か
、
祈
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
。

（
石
村
）
私
た
ち
日
本
人
は
、
色
々
な
神
様

や
仏
様
を
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
様
々
な
伝
統
行
事
の
中
で
他

を
認
め
、
憎
し
み
も
、
悲
し
み
も
水
に
流
す

と
い
う
風
習
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

　

日
本
人
は
、
古
代
よ
り
神
様
と
の
付
き
合

い
の
中
で
、
生
活
様
式
を
形
づ
く
っ
て
き
ま

し
た
。
い
わ
ゆ
る
礼
法
で
す
。
例
え
ば
こ
れ

を
し
た
ら
神
様
は
ど
う
思
う
か
、
つ
ま
り
相

手
を
敬
う
こ
と
や
相
手
の
立
場
に
な
っ
た
気

持
ち
で
行
動
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
神

様
と
の
対
話
か
ら
、
正
し
い
道
を
選
択
す
る

こ
と
が
神
道
の
精
神
で
あ
り
、
日
本
人
の
生

き
方
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
に
生
か
さ
れ

て
い
る
と
い
う
謙
虚
な
気
持
ち
が
存
在
し
、

今
の
自
分
を
「
よ
し
」
と
す
る
気
持
ち
が
生

れ
ま
す
。
時
に
は
他
人
の
方
が
自
分
よ
り
輝

い
て
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
で
も
そ
れ
は

そ
れ
で
「
よ
し
」
と
し
な
い
と
自
分
が
次
へ

進
め
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

混
迷
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
生
き
る

こ
と
の
意
味
を
問
い
直
し
、
な
に
が
縁
で
今

の
自
分
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
自
分
の
現
実

を
冷
静
に
見
つ
め
、
他
者
と
の
協
調
性
を
生

む
第
一
歩
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
信
じ
て
い

ま
す
。

（
宮
本
）
そ
う
で
す
ね
。
先
ず
は
、
自
己
愛

を
取
り
戻
し
、
家
族
や
郷
土
を
愛
す
る
心
を

育
て
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。
私
も
、
石
村

宮
司
さ
ん
と
の
出
会
い
で
、
多
く
の
こ
と
を

学
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
今
年
の
初
詣

か
ら
、
気
持
ち
を
入
替
え
、
新
た
な
平
成
20

年
に
望
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
文 

宮
本
正ま

さ

ゆ

き行
編
集
委
員
）
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守
り
伝
え
る
も
の
・
二

　

最
近
は
生
活
様
式
も
変
わ
り
、
地
区
を
上

げ
て
の
お
正
月
行
事
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
が
、
愛
南
町
に
は
、
僧
都
地
区
の

よ
う
な
山
の
里
、
内
泊
地
区
の
よ
う
に
海
の

里
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
お
正
月
の

風
習
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
号
で
は
、
守
り

伝
え
た
い
も
の
と
し
て
、
海
の
里
、
内
泊
地

区
の
お
正
月
の
風
習
を
お
知
ら
せ
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

内
泊
地
区
の
船
着
場
か

ら
、
す
ぐ
近
く
の
家
の
玄

関
を
失
礼
す
る
と
、
何
と

1
.
2
5
m
も
の
大
物
ク

エ
の
魚
拓
が
最
初
に
目
に

飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。

同
地
区
で
、
永
年
、
渡
船

業
を
さ
れ
て
い
る
内
泊
地
区
の
区
長
で
も
あ

る
濱
田
功あ

つ

よ

し義
さ
ん
宅
で
の
で
き
ご
と
で
す
。

　

濱
田
さ
ん
に
お
正
月
の
過
ご
し
方
を
伺
う

と
、
め
で
た
く
新
年
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て

は
、
玄
関
に
し
め
飾
り
、
床
の
間
、
神
棚
、

仏
壇
に
鏡
餅
、
船
、
神
社
、
お
寺
、
お
地
蔵

さ
ん
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
お
供
え
物
を
す
る
そ

う
で
す
。
昔
は
「
松
竹
梅
を
活
け
、
そ
れ
か

ら
一
家
の
長
が
軒
先
に
ブ
リ
を
二
尾
吊
り
下

げ
、
お
せ
ち
調
理
は
エ
ビ
や
カ
ニ
類
な
ど
は

な
く
、
芽
赤
イ
モ
と
大
根
の
煮
物
、
ブ
リ
の

刺
身
と
キ
ビ
ナ
ゴ
の
佃
煮
と
、
至
っ
て
質
素

な
も
の
で
し
た
」
と
、
懐
か
し
そ
う
に
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

　

集
会
所
で
、
地
区
の
皆
さ
ん
に
も
お
聞
き

し
ま
し
た
が
「
凧
揚
げ
や
羽
根
突
き
を
始

め
、
メ
ン
コ
や
ビ
ー
玉
、
段
飛
び
、
お
は
じ

き
な
ど
で
遊
ん
だ
も
ん
よ
」
と
異
口
同
音
に

話
さ
れ
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
に
夢
中
の
現
代
っ

子
に
聞
か
せ
て
や
り
た
い
お
話
し
で
し
た
。

中
で
も
、
桜
や
椿
の
丸
い
木
で
手
作
り
し
た

ケ
ン
カ
ゴ
マ
で
遊
ん
だ
話
や
地
区
住
民
が
一

同
に
会
し
、
百
人
一
首
を
競
い
合
っ
て
、
顔

に
墨
を
塗
り
た
く
っ
た
話
が
、
特
に
印
象
に

残
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
初
め
て
同
地
区
の
秋
祭
り
も
見
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
年
配
の
皆
さ
ん

が
一
致
団
結
し
て
行
事
を
て
き
ぱ
き
と
こ
な

す
姿
に
触
れ
、
失
い
か
け
た
人
と
人
の
絆
や

触
れ
合
い
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
、
と
て

も
感
激
す
る
取
材
と
な
り
ま
し
ま
し
た
。
最

後
に
、
平
成
20
年
が
素
晴
ら
し
い
年
と
な
り

ま
す
よ
う
、
皆
さ
ん
の
ご
多
幸
、
ご
活
躍
を

お
祈
り
し
て
い
ま
す
。

（
文
・
写
真
、
濱
本
秀ひ

で

お雄
編
集
委
員
）

写真手前が濱田功
あつよし

義さん

内泊地区若宮神社での秋祭り

昔話で楽しい一時を過ごしました。


