
 
 

お
正
月
と
初
詣 

  
 

ご
縁
の
あ
る
皆
様
方
、
明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

さ
て
、
今
年
の
干
支
は
「
丙
・
申
（
ひ
の
え
・

さ
る
）
」
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。『
十
干
』

は
樹
木
の
成
長
（
生
命
消
長
の
循
環
過
程

を
分
説
し
た
も
の
）
に
例
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
「
丙
」
は
《
形
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
頃
》
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。 

●
【
申
と
い
う
字
の
成
り
立
ち
】 

 
 

子
・
丑
・
寅
・
卯
・
辰
・
巳
・
午
・
未
・

申
・
酉
・
戌
・
亥
と
続
く
『
え
と
＝
十
二
支
』

の
九
番
目
に
当
た
る
今
年
の
「
申
」
と
い

う
字
は
、
稲
妻
の
形
で
、
左
右
に
光
が
屈

折
し
て
い
る
形
を
縦
線
の
横
に
並
べ
て

「
申
」
と
い
う
形
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
稲
妻
は
天
の
神
の
威
光
を

表
し
た
形
で
、
神
の
発
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
考
え
か
ら
「
か
み
」
の
意
味
と
な

り
、
「
申
」
が
「
神
」
の
元
の
字
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。
「
申
」
の
本
来
の
読
み
は
「
し

ん
」
。
こ
れ
を
「
サ
ル
」
と
し
た
の
は
、
無

学
の
庶
民
に
干
支
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
、

動
物
の
名
前
を
当
て
た
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
順
番
や
選
ば
れ
た
理
由
は
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

人
間
に
似
て
い
る
猿
は
、
古
代
エ
ジ
プ

ト
や
中
国
な
ど
世
界
各
地
で
神
聖
な
も

の
、
神
秘
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
日
本
で
も
ニ
ホ
ン
ザ
ル
を
神
の
使

い
と
捉
え
た
例
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

 

 

ま
た
猿
は
「
去
る
」
に
通
じ
る
た
め
、
難
が
去

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
な
お
、

猿
を
俗
に
「
え
て
公
」
と
言
う
の
は
、
「
去

る
」
を
「
得
手
」
と
言
い
換
え
た
忌
み
言
葉
の

一
つ
だ
っ
た
の
で
す
ね
。 

 

●
【
見
ざ
る
・
聞
か
ざ
る
・
言
わ
ざ
る
】 

 

三
猿
の
モ
チ
ー
フ
を
調
べ
る
と
、
古
く
か

ら
世
界
各
地
に
あ
っ
た
事
が
分
か
り
ま
し

た
。
日
本
へ
は
中
国
を
経
由
し
て
漢
語
の
「
不

見
、
不
聞
、
不
言
」
を
訳
し
た
仏
教
天
台
宗
の

教
え
と
し
て
伝
わ
り
、
日
本
で
最
も
有
名
な

三
猿
と
い
え
ば
日
光
東
照
宮
の
三
猿
で
、
神

馬
を
つ
な
ぐ
神
厩
舎
（
し
ん
き
ゅ
う
し
ゃ
）

に
彫
ら
れ
て
い
ま
す
（
猿
が
馬
の
守
護
神
と

さ
れ
て
い
る
た
め
）
。
こ
の
三
猿
は
、
ス
ト
ー

リ
ー
性
の
あ
る
八
面
の
彫
刻
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
一
面
…
母
猿
が
手
を
か
ざ
し
て
子

猿
の
将
来
を
見
て
い
る
。
二
面
…
三
匹
の
猿

が
そ
れ
ぞ
れ
耳
、
口
、
目
を
ふ
さ
い
で
い
る
。

三
面
…
座
っ
て
い
る
猿
の
姿
。
一
人
立
ち
直

前
の
姿
。
四
面
…
猿
は
大
き
な
志
を
抱
い
て

天
を
仰
ぐ
。
青
い
雲
が
「
青
雲
の
志
」
を
暗

示
。
五
面
…
《
人
生
》
に
は
崖
っ
ぷ
ち
に
立
つ

時
も
あ
り
、
迷
い
悩
む
仲
間
を
励
ま
す
友
が

い
る
。
六
面
…
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
姿
、

（
恋
に
悩
ん
で
い
る
と
か
）
。
七
面
…
結
婚
し

た
二
匹
の
猿
。
大
き
な
荒
波
の
彫
刻
は
、
こ

れ
か
ら
夫
婦
で
乗
り
越
え
て
ほ
し
い
。
八
面

…
最
後
は
お
腹
の
大
き
な
猿
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
や
が
て
母
親
に
な
っ
て
一
場
面
へ
と

戻
り
、
そ
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

猿
の
一
生
を
モ
チ
ー
フ
に
描
き
な
が
ら
、
人

の
生
き
方
を
説
く
と
い
う
、
先
人
達
が
私
達

に
投
げ
か
け
る
叡
智
は
本
当
に 

 

 

奥
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
「
三

猿
」
本
来
の
意
味
は
、
「
子
ど
も
の
時
は
、
世

の
中
の
悪
い
こ
と
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
、

言
っ
た
り
し
な
い
で
、
素
直
に
真
っ
直
ぐ
育

ち
な
さ
い
」
と
い
う
教
育
論
的
な
教
え
が
示

さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
よ
。 

 

●
【
お
正
月
の
由
来
】 

 

そ
も
そ
も
、
お
正
月
と
は
何
で
し
ょ
う
？

「
正
月
」
は
一
月
の
別
称
で
す
が
、
一
般
的

に
元
旦
～
七
日
（
地
方
に
よ
っ
て
は
十
五
日
、

二
十
日
ま
で
）
の
「
松
の
内
」
を
指
し
、
十
五

日
（
地
方
に
よ
っ
て
は
二
十
日
）
の
「
小
正

月
」
で
一
連
の
正
月
行
事
を
終
え
ま
す
。
正

月
を
「
睦
月
」
と
呼
ぶ
の
は
、
お
正
月
に
一
家

揃
っ
て
睦
み
合
う
様
子
を
表
し
ま
す
。
お
正

月
を
家
族
で
過
ご
し
、
お
せ
ち
を
食
べ
、
お

年
玉
の
や
り
と
り
を
す
る
…
と
い
う
の
が
日

本
の
原
風
景
だ
っ
た
の
が
、
核
家
族
化
が
進

ん
だ
現
代
で
は
、
懐
か
し
い
古
き
良
き
日
本

の
香
り
が
し
て
き
ま
す
。 

 

元
旦
に
は
「
年
神
様
（
と
し
が
み
さ
ま
）
・

歳
徳
神
（
と
し
と
く
じ
ん
）
」
と
い
う
新
年
の

神
様
が
一
年
の
幸
福
を
も
た
ら
す
た
め
に
、

各
家
庭
に
降
臨
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
年

神
様
は
祖
霊
神
で
あ
り
、
田
の
神
、
山
の
神

で
も
あ
る
た
め
、
子
孫
繁
栄
や
五
穀
豊
穣
に

深
く
関
わ
り
、
人
々
に
健
康
や
幸
福
を
授
け

ら
れ
ま
す
。
各
地
に
様
々
な
正
月
行
事
や
風

習
が
生
ま
れ
た
の
は
、
そ
の
年
神
様
を
迎
え

入
れ
て
お
祝
い
し
、
沢
山
の
幸
せ
を
授
け
て

も
ら
う
た
め
に
、
先
人
達
の
叡
智
を
集
結
し

て
生
ま
れ
た
伝
統
と
い
え
ま
す
。
考
え
て
み

る
と
「
新
し
い
年
を
迎
え
る
」
と
表
現
し
た

り
、
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
言 

 

 

う
の
は
、
年
神
様
を
元
旦
に
お
迎
え
す
る 

か
ら
で
す
よ
ね
。 

 

●
【
初
詣
は
神
社
？
お
寺
？
】 

 

初
詣
の
対
象
は
神
社
・
寺
院
の
い
ず
れ 

で
も
か
ま
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ 

れ
は
明
治
時
代
初
期
に
神
仏
分
離
が
行
わ 

れ
る
前
は
、
神
道
と
大
乗
仏
教
、
な
ら
び 

に
祖
霊
信
仰
が
一
体
化
し
た
『
神
仏
習
合
』

に
よ
る
信
仰
が
一
般
化
し
て
い
た
為
で
あ 

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
初
詣
に
限
ら
ず
寺
社 

へ
の
参
詣
に
神
道･

仏
教
の
区
別
は
無
い 

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
名
残
が
あ
り
ま
す
。 

●
【
初
詣
は
神
社
や
寺
院
に
参
拝
】 

 

年
が
明
け
て
か
ら
初
め
て
神
社
や
寺
院 

に
参
拝
す
る
行
事
を
、
初
詣
・
初
参
り
等 

と
言
い
ま
す
。
一
年
の
感
謝
を
捧
げ
た
り
、

新
年
の
無
事
と
平
安
を
祈
願
し
た
り
し 

ま
す
。
元
々
は
「
年
籠
（
と
し
こ
も
り
）
」 

と
言
い
、
家
長
が
祈
願
の
た
め
に
大
晦
日 

の
夜
か
ら
元
日
の
朝
に
か
け
て
氏
神
の
社 

に
籠
る
習
慣
で
し
た
が
、
や
が
て
年
籠
り 

は
、
大
晦
日
の
夜
の
「
除
夜
詣
」
と
元
日 

の
朝
の
「
元
日
詣
」
の
二
つ
に
分
か
れ
、 

「
元
日
詣
」
が
現
在
の
初
詣
の
原
形
と
な 

り
ま
し
た
。 

 

江
戸
時
代
末
期
ま
で
の
元
日
の
社
寺
参 

拝
と
し
て
は
、
氏
神
に
参
詣
し
た
り
、
居 

住
地
か
ら
見
て
恵
方
に
あ
た
る
社
寺
に
参 

詣
（
恵
方
詣
り
）
し
た
り
と
い
っ
た
こ
と 

が
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

一
般
的
に
、
正
月
三
が
日
に
参
拝
す
る 

の
を
初
詣
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
一
月
中 

に
参
拝
す
る
事
を
初
詣
と
す
る
考
え
方
も 

あ
り
ま
す
。 

 



 
●
【
満
年
齢
と
数
え
年
】 

 
 

年
齢
の
数
え
方
に
は
、
「
満
年
齢
」
と

「
数
え
年
」
が
あ
り
ま
す
。
戸
籍
上
は
『
満

年
齢
』
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ

う
に
、
生
ま
れ
た
年
を
０
歳
と
し
て
数
え
、

以
降
誕
生
日
を
迎
え
た
時
に
一
歳
を
追
加

し
ま
す
。
一
方
お
寺
な
ど
で
は
『
数
え
年
』

を
用
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
年
を
一
歳
と
し

て
数
え
、
以
降
元
旦
を
迎
え
た
時
に
一
歳

を
追
加
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
い
く
と

『
数
え
年
』
で
面
白
い
の
が
、
仮
に
十
二

月
三
十
一
日
に
生
ま
れ
た
場
合
で
す
。
十

二
月
三
十
一
日
に
生
ま
れ
た
時
点
で
既
に

一
歳
で
、
翌
日
が
元
旦
で
す
の
で
一
歳
加

算
さ
れ
、
生
ま
れ
た
翌
日
に
そ
の
赤
子
は

二
歳
に
な
る
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。 

日
本
で
は
昔
か
ら
『
数
え
年
』
が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
中
ご
ろ
に
「
年

齢
計
算
に
関
す
る
法
律
」
が
で
き
、
満
年

齢
が
推
奨
さ
れ
、
ま
た
改
め
て
昭
和
二
十

四
年
に
「
年
齢
の
と
な
え
方
に
関
す
る
法

律
」
が
施
行
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
今
で
も
儀
式
や
宗
教
の
場

に
お
い
て
は
『
数
え
年
』
が
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
『
数
え
年
』
と
い
う
の
は
「
神
仏

に
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
年
齢
の
数
え

方
」
と
言
え
ま
す
。
仏
教
で
は
、
子
供
が
お

母
さ
ん
の
胎
内
に
宿
っ
て
い
る
時
か
ら
、

人
と
し
て
の
存
在
を
認
め
た
「
命
」
を
尊
び

ま
す
。
元
旦
に
分
け
隔
て
な
く
、
皆
一
様
に

年
神
様
か
ら
あ
り
が
た
く
年
を
頂
く
と
す

る
《
年
齢
の
数
え
方
》
な
の
で
す
。 

ち
な
み
に
、
元
旦
に
い
た
だ
く
「
お
年
玉
」

と
は
、
実
は
「
年
の
魂
」
か
ら
き
て
ま
す
。 

  

 

つ
ま
り
「
数
え
年
」=

「
年
の
魂
」
の
数
え
方

と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。 

 

日
本
人
は
世
界
に
誇
る
歴
史
や
文
化
を
沢

山
有
し
て
い
る
伝
統
あ
る
国
で
す
。
礼
儀
・

作
法
し
か
り
で
す
。
家
庭
や
学
校
で
大
人
が

し
っ
か
り
子
ど
も
に
教
え
伝
え
続
け
た
い
も

の
で
す
。 

合

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

冬至水行祭恒例 

パンプキンスープ＆豚汁 

今
年
も
フ
ラ
の
皆
さ
ん
の
協
力
の
元
、 

美
味
し
い
カ
ボ
チ
ャ
ス
ー
プ
が
出
来

ま
し
た 

お昼からは、料理名人が美味

しい豚汁を作って下さいまし

た。（約２００食ふるまう！） 


