
願
を
掛
け
る
と
い
え
ば

初
詣
に
代
表
さ
れ
る
神
社

仏
閣
が
お
な
じ
み
。
こ
れ

に
加
え
近
年
は
、
何
や
ら

神
秘
的
な
雰
囲
気
が
漂
う

場
所
「パ
ワ
ー
ス
ポ
ツ
ト
」
一

が
人
気
を
集
め
て
い
る
。

，

だ
が
、
ど
ん
な
場
所
に
パ

一

ワ
ー
を
感
じ
る
か
は
人
そ
一

れ
ぞ
れ
。歴
史
が
あ
れ
ば
、
一

自
然
や
美
術
品
も
あ
る
。
一

そ
ん
な
中
越
地
区
の

「バ

”

ワ
ー
な
ス
ポ
ッ
ト
」
を
紹

一

介
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
一

「ウ
オ
ー
」
「ド
ン
ド
ン

ド
ン
」
。
手
作
り
の
縄
文
服

姿
で
雄
た
け
び
を
上
げ
、
国

宝
火
烙
型
土
器
に

″祈
り
″

を
さ
さ
げ
る
の
は
、
十
日
町

市
中
条
地
区
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

笹
山
縄
文
の
里
の
メ
ン
バ

ー
。
笹
山
遺
跡
近
く
に
住
む

県
十
日
町
地
域
振
興
局
農
業

振
興
部
副
部
長
の
野
沢
恒
雄

さ
ん
（５５
）＝
縄
文
名

・
ツ
ネ

ル
ペ
＝
は
笹
山
と
縄
文
に
魅

せ
ら
れ
た
■
人
だ
。

毎
年
６
月
、
遺
跡
周
辺
で

開
く
笹
山
じ
ょ
う
も
ん
市
に

は
、
扮
装
し
た
古
代
人
が
大

は
、
通
称

「縄
文
雪

炎

」

で
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。
炎
を

と
呼
ば
れ
る
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン

体
現
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る

土
器
。笹
山
遺
跡
の
象
徴
だ
。
そ
の
形
。
野
沢
さ
ん
は
渦
巻

〓

緒
に
写
真
を
撮
れ
る
な

き
に
引
か
れ
る
と
い
う
。

ん
て
光
栄
」
と
感
慨
も
ひ
と
　
　
「渦
巻
き
は
宇
宙
の
根
源

し
お
の
様
子
。　
　
　
　
　
　
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
し
て

こ
の
土
器
は
日
本
の
古
代

い
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

美
術
の
傑
作
と
し
て
世
界
中

ま
す
。
ア
イ
ヌ
や
古
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
ケ
ル
ト
に
も
、
似

た
模
様
が
あ
る
ん
で
す
」

水
や
火
、
動
植
物
な
ど
自

然
の
つ
く
り
出
す
さ
ま
ざ
ま

な
渦
巻
き
に
、
古
代
人
は
時

と
場
所
を
超
え
て
、
共
通
の

感
覚
を
持
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。「■

万
年
の
平
和
と
共
生

を
創
っ
た
縄
文
の
精
神
は
、

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代
の

象
徴
で
す
。
渦
巻
き
の
よ
う

に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
広

が
り
、
人
と
人
、
人
と
大
地

が
つ
な
が
る
。
世
界
の
至
宝

・
火
烙
型
土
器
を
生
み
出
し

た
笹
山
が
、
こ
れ
か
ら
世
界

の
聖
地
に
な
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
は
う
か
」

写
真
＝
火
焔
型
土
器
を
前

に
、
新
調
し
た
太
鼓
を
た
た

く
野
沢
恒
雄
さ
ん

（右
奥
）

ら
笹
山
縄
文
の
里
の
メ
ン
バ

ー

（十
日
町
市
西
本
町
１
）
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時
空
超
え
広
が
る
渦
模
様


