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謹
啓　

師
走
の
候
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
愈
々
御
健
勝
の
事

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
今
年
も
八
月
十
五
日
の
終

戦
記
念
日
に
日
本
武
道
館
で
行
わ
れ
た
、
恒
例
の
政
府
主
催
「
全
国
戦

没
者
追
悼
式
」
に
御
臨
席
に
な
ら
れ
、
全
国
戦
没
者
の
ご
霊
前
で
黙
祷

を
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
天
皇
陛
下
よ
り
「
こ
こ
に
歴
史
を
顧
み
、
戦
争
の
惨
禍
が

再
び
繰
り
返
さ
れ
な
い
こ
と
を
切
に
願
い
、
全
国
民
と
共
に
戦
陣
に
散

り
戦
禍
に
倒
れ
た
人
々
に
対
し
、
心
か
ら
追
悼
の
意
を
表
し
、
世
界
の

平
和
と
我
が
国
の
一
層
の
発
展
を
祈
り
ま
す
」
と
の
お
言
葉
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
国
外
で
は
、
バ
リ
島
や
イ
ラ
ク
で
の
テ
ロ

事
件
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
な
ど
、
平
和
と
は
程
遠
い
現
状
で
あ
り
ま
す
。

天
皇
陛
下
の
お
言
葉
の
中
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
世
界
中
の
人
々
が

こ
こ
ろ
を
一
つ
に
し
て
、
真
の
平
和
が
一
日
も
早
く
訪
れ
る
こ
と
を
祈

る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

　

又
、
国
内
で
は
異
常
気
象
（
冷
夏
）
で
、
米
作
が
十
年
ぶ
り
の
不
作

に
見
舞
わ
れ
、
特
に
北
海
道
・
青
森
・
岩
手
・
宮
城
の
四
県
が
著
し
い

不
作
と
の
報
道
、
そ
し
て
九
月
二
十
六
日
に
は
十
勝
沖
で
震
度
六
の
地

震
が
発
生
し
、
北
海
道
太
平
洋
岸
東
部
を
中
心
に
多
大
な
被
害
を
も
た

ら
し
、
釧
路
や
帯
広
な
ど
多
く
の
神
社
の
鳥
居
・
灯
籠
な
ど
、
石
造
物

倒
壊
の
被
害
が
続
出
い
た
し
ま
し
た
。
被
災
者
の
方
々
に
は
心
よ
り
お

見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
一
日
も
早
い
復
興
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
一
ケ
月
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
年

を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
国
内
外
を
問
わ
ず
暗
い
事
件
の
多
い
年
で

あ
り
ま
し
た
。
来
る
平
成
十
六
年
は
少
し
で
も
よ
い
年
で
あ
り
た
い
と

懇
願
い
た
す
次
第
で
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま

し
て
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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人
間
の
身
体
は
一
切
神
さ
ま
か
ら
授
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
ん
な
人
間
に

も
心
と
身
体
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
心
は
目
に
は
見
え
な
い
し
、
身
体
と
は
働
き

が
違
い
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
身
体
も
健
康
で
あ
れ
ば
自
由
に
働
い

て
く
れ
ま
す
が
、
ケ
ガ
を
し
て
寝
込
め
ば
ベ
ッ
ド
か
ら
下
り
る
こ
と
も
出
来
な

い
し
、
お
腹
を
こ
わ
せ
ば
美
味
し
い
も
の
も
食
べ
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
時
で
も

心
は
自
由
で
す
か
ら
、
目
を
閉
じ
て
世
界
一
周
を
す
る
空
想
も
出
来
る
し
、
恋

人
の
姿
を
思
い
起
こ
し
て
自
分
を
慰
め
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。
心
は
身
体
の
よ

う
に
時
間
と
空
間
に
し
ば
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
心
の
働
き
は

自
由
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
人
間
は
こ
の
自
由
な
心
と
、
不
自
由
な
身
体

で
も
っ
て
こ
め
世
を
生
き
て
ゆ
く
訳
で
す
が
、
こ
れ
を
船
に
た
と
え
れ
ば
、
身

体
が
船
で
心
が
舵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
海
の
は
て
に
は
幸
福
が
あ
る

と
し
よ
う
。
そ
し
て
神
さ
ま
は
「
こ
の
海
の
向
こ
う
に
幸
福
が
あ
る
。
あ
な
た

に
船
を
貸
し
て
や
る
か
ら
上
手
に
舵
を
と
っ
て
幸
福
を
つ
か
み
な
さ
い
」
と
い

っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

心
が
自
由
と
は
い
う
も
の
の
、
好
き
な
よ
う
に
放
任
す
れ
ば
ヒ
モ
の
切
れ
た

凧
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
。
心
を
自
由
に
さ
せ
て
お
く

と
危
険
で
あ
り
、
や
が
て
は
不
幸
に
な
る
と
い
う
不
安
が
内
在
し
て
い
る
の
で

す
。
心
は
自
由
な
も
の
だ
け
に
こ
の
よ
う
な
無
秩
序
と
混
乱
を
無
限
に
引
き
起

こ
す
可
能
性
が
あ
る
訳
で
す
。
し
か
し
反
面
、
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
よ
い
方

向
に
進
ん
で
ゆ
く
可
能
性
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
心
と
い
う
も
の
は
誠

に
複
雑
で
奇
妙
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

普
通
我
々
が
意
識
を
す
る
部
分
を
顕
在
意
識
と
呼
び
、
意
識
し
な
い
部
分
を

潜
在
意
識
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
美
味
し
い
も
の
が
食
べ
た
い
と
か
、
す
て
き
な

外
国
旅
行
が
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
心
の
働
き
は
す
ぐ
に
分
か
り
ま
す
が
、
潜

在
意
識
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
寝
言
の
な
か
で
、
日
頃
は
親
し
く
し
て

い
る
人
を
、
無
茶
苦
茶
に
罵
倒
し
た
り
し
て
周
囲
の
人
間
を
驚
か
す
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
目
が
醒
め
て
か
ら
本
人
に
聞
い
て
も
全
然
記
憶
が
無
い
。
睡
眠
中
な

ど
、
抑
制
が
ゆ
る
ん
だ
時
に
意
識
の
底
に
隠
れ
て
い
た
怒
り
が
出
て
き
た
も
の

で
、
隠
さ
れ
た
本
心
と
も
理
解
出
来
ま
す
。

　

人
間
普
段
は
、
顕
在
意
識
の
範
囲
で
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
て
、
理
性
で
も

っ
て
秩
序
を
守
る
と
か
、
倫
理
・
道
徳
が
優
先
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
理
性

に
し
て
も
道
徳
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
非
常
に
堅
苦
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
に
反
発
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
自
分
自
身
の
中
に
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
を
本

能
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
本
能
と
は
人
間
が
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
欲
望

即
ち
、
食
欲
と
か
性
欲
と
か
動
物
一
般
に
共
通
し
た
欲
望
で
、
道
徳
或
い
は
善

悪
以
前
の
原
始
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
で
は
こ
の
本
能
か
ら
生
じ
た
欲
望
を
悪
の
根
元
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

特
に
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
で
は
禁
欲
主
義
を
と
り
、
欲
望
を
で
き
る
だ
け
遠
ぎ

け
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
欲
望
を
本
能
の
赴
く
ま
ま
に
放
任
す
れ
ば
、
人
間
の

世
界
は
闘
争
の
世
界
と
化
し
、
平
和
は
失
わ
れ
て
そ
の
結
果
、
一
方
或
い
は
両

方
と
も
傷
つ
き
倒
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
果
て
に
到
達
す
る
の
は
幸
福
で
は
な
く
死
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ち
ょ
っ
と
一
言

で
あ
り
破
滅
で
あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
世
間
一
般
の
人
々
は
素
直
に
欲
望
を
肯
定
し
て
生
き
て
い
る
。

欲
望
を
肯
定
し
、
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
を
求
め
て
生
き
て
ゆ
く
人
間
が
実
に
多

い
。
お
金
を
儲
け
た
い
と
い
う
物
欲
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
し
、
性
欲
を
否

定
し
た
ら
、
こ
の
世
の
中
は
み
な
独
身
者
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
食
欲
を

否
定
し
た
ら
健
康
な
人
は
病
気
に
な
り
、
子
供
も
成
長
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
世
は
欲
望
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

欲
望
は
も
と
も
と
自
己
中
心
的
で
あ
り
、
相
手
の
立
場
な
ど
か
ま
っ
て
は
お
れ

な
い
と
い
う
傾
向
が
根
底
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
次
か
ら
次
へ
と
湧
い
て
く
る

泉
の
よ
う
な
も
の
で
、
い
つ
ま
で
も
無
く
な
ら
な
い
の
で
、
絶
え
ず
充
足
を
求

め
な
が
ら
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
飢
え
た
狼
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

現
代
の
難
病
と
い
わ
れ
る
「
癌
」
で
す
が
、
ガ
ン
と
は
人
間
の
体
内
に
生
じ

た
反
乱
軍
で
あ
り
ま
す
。
身
体
全
体
の
こ
と
な
ど
少
し
も
考
え
な
い
で
、
自
分

だ
け
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
全
く
困
っ
た
も
の
で
す
。
欲
望
に

も
ガ
ン
に
似
た
性
格
が
あ
り
ま
す
。
自
分
ば
か
り
勝
手
な
こ
と
を
主
張
し
て
満

足
を
追
い
求
め
、
そ
の
挙
げ
句
は
身
体
全
体
を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
欲
望
は
人
間
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
い
の

で
す
。
人
間
が
神
さ
ま
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
神
さ
ま
の
働
き
に
よ
っ
て
生
き

て
い
る
以
上
、
欲
望
も
神
さ
ま
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
欲
望
が

絶
対
に
幸
福
を
保
証
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
神
さ
ま
は
欲
望
を
人
間
に

与
え
る
筈
は
な
い
と
思
う
。
欲
望
は
悪
の
根
元
、
不
幸
の
根
元
で
あ
る
と
ば
か

り
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
反
面
欲
望
の
充
足
に
む
か
っ
て
進
む
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
が
成
長
し
、
幸
福
を
つ
か
む
こ
と
も
出
来
る
の
で
す
か
ら
、
欲
望
を
一
切

否
定
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
中
に
潜
む
、
あ
ま
り
に
も
自
己
中

心
的
な
も
の
を
改
め
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
欲
望
が
幸
福
の
邪
魔
を
す
る
こ
と

も
な
い
し
、
喜
び
を
生
む
こ
と
が
出
来
る
訳
で
す
。

　

「
欲
望
と
の
共
存
」
こ
れ
は
容
易
に
は
達
成
出
来
な
い
も
の
で
す
が
、
し
か

し
自
己
中
心
の
欲
望
を
抑
制
し
て
、
そ
こ
か
ら
神
さ
ま
の
教
え
に
生
き
て
ゆ
く

生
活
に
転
換
し
て
ゆ
け
ば
、
禁
欲
を
し
な
く
て
も
幸
福
で
明
る
い
通
が
開
け
て

く
る
。
こ
れ
が
信
仰
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。　

禰
宜　

上
松　

雅
之

　

受
付
で
代
理
の
方
が
「
祈
祷
を
受
け
た
い
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
歩
行
が
困

難
な
為
、
車
椅
子
で
す
が
ご
祈
祷
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
」
こ
ん
な
お
尋
ね
が

よ
く
ご
ぎ
い
ま
す
。

　

当
神
社
で
は
、
事
椅
子
に
お
乗
り
に
な
っ
た
ま
ま
で
拝
殿
（
祈
祷
場
所
）
に

上
が
る
こ
と
は
、
階
段
な
ど
の
障
害
物
が
あ
り
、
付
き
添
い
の
方
が
お
見
え
に

な
っ
て
も
大
変
で
す
。
従
っ
て
遥
拝
所
（
よ
う
は
い
じ
ょ
）
に
て
御
祈
祷
を
お

仕
え
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

遥
拝
所
と
は
、
本
殿
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
お
ろ
が
む
（
お
ま
い
り
す

る
）
場
所
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

当
神
社
の
遥
拝
所
は
、
平
成
の
御
大
典
記
念
事
業
と
し
て
、
平
成
二
年
に
境

内
参
道
西
側
に
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
以
来
、
毎
日
大
勢
の
お
方
が
お
ま
い
り

を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
は
多
数
の
人
が
こ

の
遥
拝
所
で
ご
祈
祷
を
お

受
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

又
、
車
で
遥
拝
所
前
迄
行

け
ま
す
の
で
、
降
車
が
困

難
な
方
で
も
、
車
に
お
乗

り
に
な
っ
た
ま
ま
で
御
祈

祷
を
さ
せ
て
項
き
ま
す
。

　

拝
殿
と
遥
拝
所
と
で
は

場
所
こ
そ
違
い
ま
す
が
、

御
神
徳
は
何
ら
変
わ
り
が

ご
ぎ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
折
に
は
、
遠
慮
な
く

社
務
所
へ
お
申
し
出
に
な

っ
て
下
さ
い
。

権
禰
宜　

大
野　

弘
樹
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▼
西
宮
神
社
例
祭(

相
殿)

七
月　

十
七
日
午
後
三
時

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭　

八
月　

十
日　

午
後
三
時

▼
夏
越
大
祓　
　
　
　
　

八
月　

十
日
午
後
三
時
半

　

前
日
の
大
雨
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
太
陽
が
照
り

つ
け
る
猛
暑
の
中
、
多
く
の
御
参
列
を
得
て
夏
越
大

祓
の
神
事
が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
日
々
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
受
け
犯
し
て
い
る
罪
や
穢
・
災
厄
を
払

い
清
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
ま
し
て
お
祓
い
所
役
を
先
頭
に
宮
司
以

下
祭
員
・
総
代
・
一
般
参
列
者
の
順
に
茅
の
輪
を
く

ぐ
り
、
皆
様
方
が
諸
々
の
罪
・
穢
を
託
さ
れ
ま
し
た

人
形
（
ひ
と
が
た
）
を
忌
火
に
て
お
焚
き
上
げ
致
し

ま
し
た
。

祭 

事 

報 

告

▼
長
寿
祈
願
祭　
　
　
　

九
月　

十
五
日
午
後
四
時

　

平
成
五
年
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
長
寿
祈
願
祭
も
今

年
で
十
一
年
目
と
な
り
ま
し
た
が
、
宇
留
生
地
区
の

長
寿
会
連
合
会
を
中
心
に
書
寿
以
上
の
方
々
に
多
数

御
参
列
し
て
項
き
ま
し
た
。

▼
神
明
神
社
例
祭　
　
　

十
月　

十
七
日
午
後
三
時

▼
七
五
三
参
り　
　
　
　

十
一
月
一
日  

～  

三
十
日

　

七
五
三
参
り
は
、
子
供
が
三
歳
・
五
歳
・
七
歳
を

無
事
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
神
様
に
感
謝
申
し
上

げ
、
こ
れ
か
ら
先
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
も
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
の
昔
は
こ
の
年
齢
ま
で
無
事
に
成
長

す
る
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
も
こ
の
人
生
儀
礼
は
受
け
継
が
れ
、
十
一

月
の
各
週
末
と
も
な
る
と
、
全
国
の
各
神
社
は
大
賑

わ
い
を
見
せ
ま
す
が
、
当
神
社
で
も
晴
れ
着
姿
で
参

拝
さ
れ
る
家
族
連
れ
が
多
く
、
特
に
十
五
日
に
は
ぬ

い
ぐ
る
み
と
遊
ん
だ
り
、
コ
リ
ン
ト
ゲ
ー
ム
を
楽
し

む
子
供
た
ち
で
一
杯
で
し
た
。

▼
崇
敬
会
大
祭　
　
　

十
一
月　

三
日
午
後
二
時

　

崇
敬
会
大
祭
は
、
御
首
の
大
神
様
に
無
病
息
災
・

生
業
繁
栄
・
家
内
安
全
そ
し
て
子
孫
繁
栄
の
御
守
護

を
戴
く
、
当
神
社
崇
敬
会
会
員
の
た
め
の
年
一
回
の

大
祭
で
す
。

　

大
祭
当
日
は
全
国
各
地
か
ら
多
く
の
会
員
の
御
参

列
を
い
た
だ
き
、
御
出
席
の
皆
様
に
は
御
神
前
に
て

一
人
一
人
の
お
名
前
を
ご
報
告
申
し
上
げ
、
最
後
に

金
幣
申
を
奉
っ
て
い
た
だ
き
、
厳
粛
に
祭
典
を
終
え

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

▼
新
嘗
祭　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
三
日
午
後
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

永
井　

雅
和

　

当
神
社
で
は
、
毎
年
大
鳥
居
を
始
め
拝
殿
・
稲
荷

神
社
鳥
居
等
に
掲
げ
る
注
連
縄
を
奉
製
致
し
て
お
り

ま
す
。
そ
の
同
じ
藁
を
用
い
ま
し
て
、
神
棚
用
と
車

両
用
の
し
め
縄
を
調
製
い
た
し
、
皆
様
方
の
ご
家
庭

に
も
（
お
祓
い
し
て
）
お
頒
か
ち
致
し
ま
す
。

　

奉
製
の
都
合
上
、
数
量
を
限
定
さ
せ
て
頂
き
ま
す

の
で
悪
し
か
ら
ず
ご
了
承
下
さ
い
。

　

ご
希
望
の
方
は
十
二
月
二
十
日
迄
に
、
電
話
又
は

社
務
所
に
直
接
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

尚
、
郵
送
ご
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
を
別
途
お
送
り

下
さ
い

正
月
用
し
め
縄
の
頒
布
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我
が
国
は
遠
い
苦
か
ら
年
の
瀬
の
大
晦
日
に
は
心

身
を
祓
い
清
め
る
神
事
（
身
楔
祓
・
大
祓
等
）
が
各

神
社
に
於
い
て
執
り
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
新
し
い
年
を
迎
え
る
為
の
神
事
で
あ
り
、

一
年
間
の
色
々
な
罪
や
穢
れ
を
祓
い
清
め
て
、
希
望

の
新
年
を
迎
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
夜
と
も
な
り
ま
す
と
、
各
ご
家
庭
で
は
お

正
月
を
迎
え
る
準
備
で
慌
た
だ
し
く
、
注
連
縄
や
鏡

餅
等
を
飾
り
付
け
、
年
越
そ
ば
を
食
べ
て
除
夜
の
鐘

の
音
を
聞
か
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

元
旦
に
は
、
先
づ
氏
神
様
に
参
拝
し
、
続
い
て
恵

方
に
当
た
る
社
寺
に
参
拝
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
レ
ジ
ャ

ー
な
ど
楽
し
ん
で
、
正
月
三
ケ
日
を
過
ご
さ
れ
る
の

が
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

皆
様
方
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
お
正
月
に
参
拝
さ

れ
る
際
、
晴
れ
着
・
洋
服
と
身
な
り
は
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
て
い
て
も
、
真
新
し
い
服
装
で
こ
こ
ろ
新
た
に
、

今
年
は
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
或
い
は
お
金

が
儲
か
り
ま
す
よ
う
に
と
か
、
家
族
全
員
が
健
康
に

暮
ら
せ
ま
す
よ
う
に
と
、
人
に
よ
っ
て
置
か
れ
て
い

る
生
活
環
境
や
立
場
が
違
う
よ
う
に
、
様
々
な
願
い

で
参
拝
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

今
や
初
詣
は
国
民
的
行
事
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が

お
正
月
休
み
を
利
用
し
て
旅
行
等
に
出
掛
け
ら
れ
る

予
定
の
あ
る
万
も
、
先
ず
初
詣
を
し
て
頂
き
、
心
身

共
に
新
た
な
生
命
の
甦
り
を
お
願
い
さ
れ
ま
し
て
、

無
事
に
お
正
月
を
お
過
ご
し
下
さ
い
。

ー
年
の
初
め
の
例
と
て

　
　
　
　

終
り
な
き
世
の
め
で
た
さ
を

　
　
　
　
　
　
　

松
竹
た
て
て
門
ご
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

祝
う
今
日
こ
そ
楽
し
け
れ
ー

　

当
神
社
で
は
新
年
を
迎
え
、
一
月
元
旦
午
前
0
時

よ
り
皇
室
の
弥
栄
と
団
の
隆
昌
・
世
界
平
和
・
氏
子

崇
敬
者
の
繁
栄
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
す
る
、
元
旦
祭

を
斎
行
致
し
ま
す
。

　

尚
、
お
正
月
中
は
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
が
、
御
祈
祷
も
平
常
通
り
午
前
九
時
よ
り
午
後
五

時
頃
ま
で
執
り
行
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご

参
拝
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　

高
田　

豊
彦

御
首
神
社

大
幟
一
対

几
帳
一
対

未
廣

稲
荷
神
社

小
幟
十
対

以
上
あ
り

が
と
う
ご

ぎ
い
ま
し

た
。

　

御
首
神
社
の
御
神
徳
に
感
謝
し
、
当
社
を
崇
敬
さ

れ
る
方
は
ど
な
た
で
も
入
会
出
来
ま
す
の
で
、
御
参

拝
の
折
社
務
所
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
尚
、
郵
便
に

て
も
受
付
出
来
ま
す
の
で
、
申
し
込
み
用
紙
を
御
請

求
頂
け
れ
ば
、
お
送
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
、
神
前
に
て
入
会
報
告
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

一
、
誕
生
日
に
は
特
別
祈
祷
が
行
わ
れ
、
神
符
が
授

　

与
さ
れ
ま
す
。

一
、
春
の
例
大
祭
、
秋
の
崇
敬
会
大
祭
に
は
御
案
内

　

申
し
上
げ
、
大
祭
特
別
祈
祷
神
符
及
び
お
供
え

　

等
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

一
、
夏
越
、
年
越
大
祓
に
は
ご
案
内
申
し
上
げ
、
ご

　

祈
祷
致
し
ま
す
。

本
年
度
崇
敬
会
よ
り
の
奉
納

崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

初 
も 

う 

で

会 

員 

の 

特 

典
（
抜
粋
）
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▼
年
越
大
祓　
　
　

十
二
月
三
十
日　
　

午
後
三
時

▼
元
旦
祭　
　
　
　

一    

月
一    

日　

    

午
前
○
時

▼
左
義
長　
　
　
　

一    

月
十
五
日　
　

午
前
十
時

▼
浄
火
祭　
　
　

二　

月　

三　

日　
　

午
前
十
時

　

皆
様
が
奉
納
さ
れ
た
帽
子
や
祈
願
絵
馬
、
御
祈
祷

の
際
に
御
神
前
に
奉
っ
て
頂
き
ま
し
た
金
幣
串
や
、

そ
の
と
き
に
お
渡
し
致
し
ま
し
た
紅
白
串
を
、
そ
の

年
の
厄
男
達
が
心
願
成
就
を
祈
願
し
、
火
炉
に
て
お

焚
き
上
げ
す
る
神
事
で
す
。

　

こ
の
日
に
限
り
ま
し
て
、
ご
不
要
に
な
り
ま
し
た

帽
子
等
が
ご
ぎ
い
ま
し
た
ら
、
お
焚
き
上
げ
頂
い
て

も
結
構
で
す
の
で
、
お
持
ち
下
さ
い
。

▼
祈
年
祭　
　
　
　

二　

月　

十
五
日　

午
後
三
時

　

五
穀
豊
穣
を
祈
る
と
共
に
、
皇
室
の
御
隆
昌
と
国

家
の
安
泰
又
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
発
展
と
国
力
の
充

実
を
祈
願
す
る
お
祭
り
で
あ
り
ま
す
。

▼
御
鍬
神
社
例
祭　

三　

月　

十
七
日　

午
後
三
時

　

正
式
に
は
鍬
山
神
社
と
称
し
、
豊
受
大
神
（
外
宮
）

の
御
分
霊
を
お
祀
り
し
て
い
る
境
内
社
の
一
年
に
一

度
の
お
祭
り
で
す
。

▼
例
大
祭　
　
　
　

四　

月　

二　

日　

午
後
三
時

　

年
に
一
度
の
大
祭
で
、
当
日
は
献
幣
使
を
迎
え
、

伶
人
・
総
代
を
始
め
、
多
数
の
参
拝
者
で
い
っ
ぱ
い

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
氏
子
区
域
の
有
志
子
供
達
に

よ
る
子
供
神
輿
の
御
巡
幸
や
、
打
ち
磯
子
の
奉
納
が

行
わ
れ
、
境
内
の
特
設
舞
台
で
は
演
芸
な
ど
が
催
さ

れ
る
な
ど
、
終
日
賑
わ
い
ま
す
の
で
是
非
例
大
祭
に

多
数
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
神
様
の
御
神
徳

を
戴
い
て
下
さ
い
。

▼
南
宮
神
社
例
祭　

五　

月　

四　

日　

午
後
三
時

　

当
神
社
の
相
殿
（
本
殿
の
向
か
っ
て
右
）
に
お
鎮

ま
り
に
な
っ
て
い
る
南
宮
大
社
の
御
分
霊
の
金
山
彦

命
を
お
祀
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

▼
お
田
植
え
祭　
　
　

六　

月　
　

初　
　
　
　

旬

　

境
内
の
御
神
餞
田
で
新
嘗
祭
に
献
穀
す
る
稲
の
田

植
え
を
す
る
神
事
で
す
。

▼
農
休
み
祭　
　
　
　

六　

月
二
十
日　

午
後
三
時

　

田
植
え
作
業
の
後
に
、
無
事
に
田
植
え
が
終
わ
っ

た
事
に
感
謝
を
申
し
上
げ
、
暴
風
雨
に
遭
わ
な
い
よ

う
又
、
様
々
な
病
害
虫
に
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
無

事
に
実
り
の
秋
を
む
か
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
と
祈
念

す
る
お
祭
り
で
す
。　
　

権
禰
宜　

大
島　

洋
紀

　

古
来
よ
り
「
大
厄

に
は
諸
々
の
災
難
、

身
体
の
変
調
の
が
れ

難
し
」
と
い
わ
れ
、

年
回
り
に
当
る
方
の

み
な
ら
ず
御
家
族
に

ま
で
も
災
禍
が
及
び

何
か
と
ま
ま
な
ら
ぬ

こ
と
が
多
く
な
り
ま

す
。
前
後
三
年
間
に

渡
り
忌
み
慎
ま
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

御
祈
祷
を
受
け
毎
日
を
平
穏
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

　

迎
春
に
あ
た
り
、
毎
年[

幟]

を
新
調
致
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
ご
一
報
下
さ
い
。

男子

女子
昭和 48年

平成16年厄年に当る生れ年

前　厄 本　厄 後　厄

42歳 昭和 39年

25歳

昭和 38年 昭和 37年

昭和 56年 昭和 55年 昭和 54年

33歳

19歳

昭和 47年 昭和 46年

昭和 62年 昭和 61年 昭和 60年

祭 

事 

案 

内
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社
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