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今
年
一
年
間
の
無
事
を
祈
願
し
よ
う
と
、
本
年
も

多
く
の
方
々
が
初
詣
に
訪
れ
、
御
社
頭
は
大
変
賑
わ

っ
た
。
近
隣
に
お
住
ま
い
の
方
、
遠
方
よ
り
お
越
し

の
方
、
家
族
で
お
越
し
の
方
、
友
人
・
知
人
と
お
越

し
の
方
な
ど
、
様
々
な
方
に
お
参
り
を
い
た
だ
い
た

▼
ご
神
前
で
の
お
参
り
の
姿
も
様
々
で
あ
る
。
仲
間

と
賑
や
か
に
お
参
り
さ
れ
る
方
、
参
拝
の
作
法
を
一

つ
一
つ
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
丁
寧
に
お
参
り
さ
れ

る
方
、
子
供
に
参
拝
の
作
法
を
教
え
な
が
ら
お
参
り

さ
れ
る
家
族
な
ど
。
参
拝
を
済
ま
さ
れ
た
後
に
は
皆

晴
れ
や
か
な
表
情
を
さ
れ
て
い
た
▼
ま
た
個
人
で
静

か
に
お
参
り
を
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
。
他
の
参
拝

者
に
配
慮
し
て
か
参
拝
所
の
端
に
よ
り
、
静
か
に
胸

の
前
で
手
を
合
わ
せ
、
頭
を
少
し
下
げ
目
を
瞑つ

む

り
、

必
死
に
お
祈
り
を
さ
れ
て
い
た
。
時
々
頭
を
深
く
下

げ
て
祈
ら
れ
る
お
姿
は
、
あ
た
か
も
寒
川
大
明
神
様

と
会
話
を
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の

清
ら
か
で
正
直
な
お
姿
か
ら
、
他
人
が
そ
の
尊
厳
を

冒
し
て
は
な
ら
な
い
厳
格
な
祈
り
の
空
間
を
強
く
感

じ
た
こ
と
を
思
い
出
す
▼
こ
の
祈
り
の
空
間
は
家
庭

で
も
同
様
。
各
家
庭
に
あ
る
神
棚
の
前
で
心
を
落
ち

着
か
せ
、
家
族
の
こ
と
や
友
人
・
知
人
な
ど
周
り
の

方
々
を
思
い
や
る
為
の
、
祈
る
時
間
を
設
け
る
こ
と

が
出
来
る
▼
忙
し
い
毎
日
を
送
り
な
が
ら
も
自
分
の

気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
神
棚
の
前
で
手
を
合
わ
せ
、

祈
り
の
時
間
を
大
切
に
し
、
そ
の
祈
り
の
中
か
ら
湧

き
出
る
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
日
々
の
生
活
を

送
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
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新
玉
の
年
の
初
め
に
は
、
日
頃
よ
り
寒
川
大
明
神
の
広
大
無
辺
な

る
八
方
除
の
御
神
徳
を
敬
仰
さ
れ
る
方
々
が
、
全
国
各
地
よ
り
大
勢

ご
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。

神
門
に
は
色
鮮
や
か
に
彩
ら
れ
た
新
春
恒
例
の
迎
春
干
支
ね
ぶ
た

『

開
運
虎
視
躬
行』

が
飾
ら
れ
、
千
葉
作
龍
先
生
渾
身
の
作
品
に
て

訪
れ
た
参
拝
者
を
勇
猛
な
気
で
お
迎
え
い
た
し
ま
し
た
。
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午
前
零
時
、
御
本
殿
の
大
太

鼓
が
境
内
に
鳴
り
響
き
新
年
の

幕
開
け
を
告
げ
る
と
、
八
方
除

の
更
な
る
御
神
威
の
発
揚
を
祈

る

｢

八
方
除
祭｣

が
行
な
わ
れ

続
い
て

｢

元
旦
祈
祷
祭｣

が
執

行
さ
れ
、
午
前
六
時
に
は

｢

歳

旦
祭｣

が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
ま

し
た
。
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午
後
八
時
、
境
内
の
明
か
り

を
す
べ
て
消
し
た
暗
闇
の
中
で
、

邪
気
災
厄
を
祓
い
除
く

｢

追
儺

祭｣

が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。

祭
典
終
了
後
に
は
、
御
神
前

に
備
え
ら
れ
た
小
さ
な
弓
矢
が

魔
除
け
の
お
守
と
し
て
、
ご
参

集
の
皆
様
に
配
ら
れ
ま
し
た
。
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午
前
十
時
御
本
殿
に
お
い
て

祭
典
が
行
な
わ
れ
た
後
、
内
庭

斎
場
に
て
神
職
二
名
が
大
的
に

矢
を
射
る

｢

武
佐
弓
神
事｣

が

行
な
わ
れ
、
本
年
の
吉
凶
が
占

わ
れ
ま
し
た
。

神
事
終
了
後
に
は
、
大
的
の

両
脇
に
付
さ
れ
た
麻
が
、
安
産

や
建
築
の
お
守
と
し
て
ご
参
拝

の
皆
様
に
頒
け
ら
れ
ま
し
た
。
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年
の
初
め
に
当
り
、
皇
位
の

大
本
と
由
来
を
祝
し
た
祭
典
が

宮
中
に
お
い
て
行
な
わ
れ
ま
し

た
。
当
神
社
に
於
き
ま
し
て
も

こ
の
祭
典
に
あ
わ
せ
て
、
皇
室

の
元
始
を
し
の
び
、
皇
室
の
弥

栄
と
国
家
国
民
の
繁
栄
を
お
祈

り
い
た
し
ま
し
た
。
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一
陽
来
復
、
本
年
の
邪
気
を
祓
う

節
分
祭
が
午
前
と
午
後
の
二
回
行
な

わ
れ
ま
す
。

当
日
は
年
男
年
女
の
皆
様
が
祭
典

に
参
列
さ
れ
、
追
儺
板
を
大
き
く
打

ち
鳴
ら
し
、｢

福
は
内！｣｢

鬼
は
外！｣

と
声
高
ら
か
に
豆
撒
き
を
行
な
い
、

邪
気
を
打
拂
い
ま
す
。

ま
た
、
境
内
に
設
け
ら
れ
た
特
設

舞
台
か
ら
福
豆
が
撒
か
れ
、
福
物
を

戴
こ
う
と
多
く
の
皆
様
が
お
出
で
に

な
り
ま
す
。
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我
が
国
の
建
国
を
し
の
び
、
皇
室
国

家
の
弥
栄
と
国
民
・
氏
子
崇
敬
者
の
安

泰
を
祈
る
紀
元
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。

神
武
天
皇
が
大
和
橿
原
宮
で
第
一
代

の
天
皇
と
し
て
御
即
位
さ
れ
た
と
さ
れ
る

二
月
十
一
日
に
祭
典
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

戦
前
に
は

｢

紀
元
節｣

と
も
呼
ば
れ

て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
当
日
は
、
神
社

功
労
者
の
顕
彰
式
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
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本
年
の
五
穀
豊
穣
と
産
業
の
振
興
を

祈
る
祈
年
祭

(

別
名
と
し
ご
い
の
ま
つ

り)

が
斎
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
祭
典
は
、
秋
に
行
な
わ
れ
る
収

穫
感
謝
の
祭
で
あ
る
新
嘗
祭
と
対
に
な

る
重
要
な
祭
典
で
す
。

当
日
は
米
作
り
の
様
子
を
模
し
再
現

し
た

｢

田
打
舞
神
事｣

が
社
人
と
神
職

に
よ
り
御
神
前
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。
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皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
、

日
々
努
力
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

巫
女

�
�
�

成
人
式
と
い
う
一
つ
の
節

目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
、

私
を
育
て
て
く
れ
た
両
親
を

は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
出
会
っ

た
多
く
の
方
々
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
未
熟
な
私
で
す

が
、
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
こ

と
を
学
び
、
そ
し
て
、
学
ん

で
き
た
こ
と
を
活
か
し
日
々

進
歩
で
き
る
よ
う
、
社
頭
奉

仕
に
励
ん
で
ま
い
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

巫
女

�
�
�
�

今
日
成
人
式
を
迎
え
、
今

ま
で
の
自
分
を
振
り
返
る
と
、

家
族
や
友
人
を
は
じ
め
大
勢

の
方
々
に
支
え
ら
れ
、
今
の

自
分
が
い
る
の
だ
と
改
め
て

思
い
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
感
謝

の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
日
々

の
行
動
に
自
覚
と
責
任
を
持

ち
、
ご
奉
仕
に
つ
と
め
、
す

こ
し
づ
つ
恩
返
し
を
し
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

巫
女

�
�
�
�
�

二
十
年
と
い
う
人
生
を
こ

の
よ
う
に
歩
む
事
が
出
来
ま

し
た
の
は
、
様
々
な
出
来
事

や
色
々
な
思
い
出
、
そ
し
て

今
日
ま
で
支
え
て
下
さ
っ
た

皆
様
方
の
お
か
げ
と
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
の

経
験
を
生
か
し
、
又
社
会
に

貢
献
で
き
る
よ
う
、
一
所
懸

命
頑
張
っ
て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。巫

女

�
�
�
�
 

私
の
二
十
年
間
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
楽
し
い
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
が
、
辛
い
こ
と

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
辛
い
こ
と
を
乗
り

越
え
る
た
び
に
、
自
分
が
少

し
ず
つ
成
長
し
て
い
た
の
だ

な
と
実
感
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
自
分
か
ら

困
難
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く

強
い
大
人
に
な
れ
る
よ
う
努

め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

巫
女

!
�
"
#

今
ま
で
私
を
育
て
て
く
れ

た
両
親
、
そ
し
て
出
会
っ
た

多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
て
い

た
の
だ
と
、
改
め
て
思
い
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
沢
山
の
経
験

を
し
気
持
ち
を
新
た
に
今
後
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年
末
年
始
に
か
け
て
大
勢
の
学
生
の
方
々
に
ご
奉
仕
を
頂
き
、

恙
無
く
ご
参
拝
の
皆
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

助
勤
者
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
感
想
の
一
部
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

昨
年
末
よ
り
約
二
週
間
に
亘
り
、

寒
川
神
社
の
御
社
頭
に
て
御
奉
仕
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

日
々
、
途
切
れ
る
事
無
く
訪
れ
る

多
く
の
方
々
を
拝
見
し
、
そ
の
多
さ

熱
心
さ
は
、
私
の
想
像
を
は
る
か
に

超
え
て
お
り
、
大
変
驚
く
と
同
時
に

こ
れ
こ
そ
が
、
寒
川
大
明
神
様
の
御

神
徳
の
顕
れ
だ
、
と
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
様
な
篤
い
信
仰
を
集
め
る
寒

川
神
社
で
御
奉
仕
出
来
た
事
で
、
今

後
神
職
と
し
て
勤
め
る
に
あ
た
り
、

い
か
に
経
験
を
積
む
か
が
、
重
要
で

あ
る
事
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。

ご
縁
あ
り
ま
し
て
、
今
春
よ
り
奉

職
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、｢

ひ
た
す

ら
神
明
奉
仕｣

の
精
神
を
元
に
、
日
々

國
學
院
大
學

四
年

�
�

�
�

精
進
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
お
忙
し
い

中
、
何
も
出
来
な
い
私
に
、
親
切
丁

寧
に
御
指
導
頂
い
た
皆
様
に
、
心
よ

り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

國
學
院
大
學

四
年

�
�

�
�

年
末
年
始
と
い
う
短
い
期
間
で
し

た
が
、
御
奉
仕
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。御

祈
祷
の
多
い
神
社
と
聞
い
て
い

た
の
で
す
が
、
想
像
以
上
で
、
多
く

の
方
々
が
列
を
為
し
待
た
れ
て
い
る

姿
は
、
圧
倒
さ
れ
る
と
同
時
に
、
大

神
様
に
対
す
る
参
拝
者
の
深
い
想
い

を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
想
い
に
応
え
よ
う

と
努
力
す
る
職
員
の
方
の
姿
が
、
と

て
も
印
象
深
く
、
今
春
寒
川
神
社
の

一
員
と
な
る
に
あ
た
り
、
神
様
に
仕

え
る
気
持
ち
を
よ
り
一
層
強
く
さ
せ

ま
し
た
。

御
社
頭
で
は
、
不
慣
れ
で
、
戸
惑

い
も
多
く
、
不
甲
斐
無
さ
を
痛
感
し

ま
し
た
が
、
緊
張
し
た
中
で
多
く
の

事
を
学
ぶ
事
が
出
来
、
神
職
の
心
構

え
を
、
改
め
て
認
識
致
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
崇
敬
者
の
皆
様
に
認
め

ら
れ
る
神
職
を
目
指
し
、
努
力
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

帝
京
大
学

三
年

	



�

本
年
は
、
御
祈
祷
さ
れ
た
方
々
に

御
神
札
を
お
渡
し
す
る
御
奉
仕
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

日
頃
、
言
葉
使
い
に
気
を
配
り
話

す
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
失
礼
は
な
い
か
と
不
安
で
、
緊

張
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
参
拝
者
の
方
に
温
か
い

言
葉
を
掛
け
て
頂
い
た
事
で
安
心
出

来
、
笑
顔
に
な
れ
ま
し
た
。

す
る
と
、
笑
顔
を
返
し
て
下
さ
る

参
拝
者
が
増
え
た
気
が
し
ま
し
た
。

笑
顔
の
大
切
さ
に
気
付
か
せ
て
頂
け

た
事
は
、
今
後
忘
れ
て
は
い
け
な
い

貴
重
な
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
御
奉
仕
で
感
じ
た
事
を
生
か

し
、
よ
り
一
層
成
長
で
き
る
よ
う
に

努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
親
切
丁

寧
に
ご
指
導
下
さ
っ
た
職
員
の
皆
様
、

温
か
い
お
言
葉
を
下
さ
っ
た
参
拝
者

の
方
々
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

湘
南
高
校

一
年

�

�



�

私
は
今
回
、
初
め
て
寒
川
神
社
に

ご
奉
仕
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

配
属
さ
れ
た
の
は
授
与
所
で
、
参

拝
者
の
方
と
直
接
関
わ
り
、
金
銭
を

扱
う
部
署
で
し
た
の
で
、
初
め
は
と

て
も
緊
張
し
ま
し
た
。

深
夜
の
寒
さ
も
重
な
り
、
指
や
声

は
震
え
、
不
安
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た

が
、
神
職
さ
ん
や
巫
女
さ
ん
か
ら
丁

寧
に
ご
指
導
し
て
頂
き
、
助
勤
者
の

方
と
協
力
し
合
い
、
な
ん
と
か
無
事

に
ご
奉
仕
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
、｢

あ
り
が
と
う｣

と
言
っ

て
御
守
り
を
受
け
、
笑
顔
で
帰
ら
れ

る
参
拝
者
の
方
に
、
嬉
し
い
気
持
ち

が
こ
み
上
げ
ま
し
た
。

ご
奉
仕
さ
せ
て
頂
く
中
で
、
私
は

普
段
の
生
活
で
は
学
べ
な
い
沢
山
の

事
を
学
べ
た
と
思
い
ま
す
。

大
変
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
事
を
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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學
院
大
學

神
道
文
化
学
部
教
授

神
道
学
博
士

連

載
去
る
十
一
月
三
日
、
伊
勢
神
宮
の
入
口
に
あ
た
る
宇

治
橋
の
渡
始
式
が
挙
行
さ
れ
、
渡わ
た

女り
め

を
中
心
と
し
て
神

職
を
は
じ
め
、
神
職
や
全
国
か
ら
選
ば
れ
た
三
夫
婦
が

晴
れ
や
か
に
渡
り
納
め
た
。
本
講
座
第
三
回
の

｢

伊
勢

の
神
橋｣

で
も
触
れ
た
が
、
古
く
中
世
末
に
さ
か
の
ぼ

る
純
和
橋
で
、
皇
太
神
宮
へ
と
参
詣
者
を
渡
し
続
け
て

き
た
。
こ
の
遷
宮
附
属
式
の
ひ
と
つ｢

宇
治
橋
渡
始
式｣

が
終
わ
る
と
、
遷
宮
諸
祭
は
二
十
四
年
ま
で
し
ば
ら
く

お
休
み
と
な
る
。

遷
宮
前
年
に
あ
た
る
二
十
四
年
三
月
の
立
柱
祭
か
ら
、

ふ
た
た
び
遷
宮
諸
祭
が
挙
行
さ
れ
る
。
正
殿
建
築
の
初

め
に
行
な
わ
れ
、
屋
船
大
神
に
平
安
を
乞
い
ま
つ
り
つ

つ
、
御
殿
の
御
柱
を
立
て
固
め
る
祭
り
で
あ
る
。
屋
船

大
神
と
は
建
築
の
神
さ
ま
で
、
正
殿
が
揺ゆ
る

ぎ
な
く
堅
固

で
あ
る
よ
う
に
祈
り
込
め
る
。
ふ
る
く
延
暦
の
儀
式
帳

に
よ
れ
ば
、
鎮
地
祭
と
同
日
に
禰
宜
・
大
物
忌
が
心
御

柱
を
建
て
て
、
諸
役
夫
が
正
殿
四
隅
の
柱
根
を
突
き
固

め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
来
は
心
御
柱
の
奉
建
を
意

味
し
た
祭
名
で
あ
っ
た
が
、
後
代
に
は
神
職
が
お
こ
な

う
心
御
柱
の
奉
建
と
は
別
個
に
独
立
し
て
、
宮
大
工
が

正
殿
の
御
柱
を
打
ち
固
め
る
こ
と
に
変
化
し
た
と
理
解

で
き
よ
う
。

現
行
で
は
、
式
年
造
営
庁
の
参
事
・
技
監
以
下
が
、

忌い
み

鍛か

冶じ

・
小
工
こ
だ
く
み

を
ひ
き
い
て
正
宮
を
拝
礼
し
た
あ
と
、

新
宮
の
御
敷
地
に
移
る
。
大
少
宮
司
以
下
の
神
職
が
見

守
る
な
か
、
主
事
以
下
が
祭
り
を
お
こ
な
う
。
次
い
で

小
工
八
人
が
御
前
に
進
ん
で
四
組
に
分
か
れ
、
南
北
中

�
�

�
�

�
�

�
�

柱
・
東
西
中
柱
・
四
隅
柱
の
足
堅

あ
し
が
た
め
・
貫ぬ
き

の
木
口
を
そ
れ

ぞ
れ
三
度
、
木
槌
で
ド
ー
ン
ド
ー
ン
と
力
強
く
打
ち
固

め
る
も
の
で
あ
る
。
木
口
を
打
ち
固
め
る
鎚
音
が
力
づ

よ
く
響
き
わ
た
り
、
工
事
の
進
捗
を
告
げ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

次
い
で
同
日
午
後
、
御
形
祭

ご
ぎ
ょ
う
さ
い

が
執
り
行
わ
れ
る
。
正

殿
東
西
の
妻つ
ま

に
あ
た
る
短
柱
に
、
円
形
の
御お

金か
な

物も
の

を
打

ち
ま
つ
る
秘
儀
で
あ
る
。
御
神
体
を
象
か
た
ど
る
御
形
と
い
う

意
味
で
、｢

御み

鏡が
み

形が
た｣

と
も
称
す
る
。
は
や
く
延
暦
の

儀
式
帳
に
み
え
る
古
い
儀
式
で
あ
り
、
正
殿
竣
工
後
に

神
官
が
奉
仕
し
、
心
御
柱
奉
建
と
な
ら
ぶ
秘
儀
と
さ
れ

て
き
た
。

現
行
で
は
、
ま
ず
禰
宜
以
下
と
式
年
造
営
庁
の
技
監

以
下
が
正
宮
に
拝
礼
し
、
新
宮
の
御
敷
地
に
移
っ
て
屋

船
大
神
を
ま
つ
る
。
そ
の
後
、
禰
宜
・
権
禰
宜
・
技
監
・

技
師
が
う
ち
揃
っ
て
、
御
形
短
柱
の
前
に
進
み
よ
る
。

そ
し
て
技
監
・
技
師
が
御
形
を
穿
っ
て
墨
を
く
わ
え
、

禰
宜
が
こ
れ
を
検
知
し
て
終
え
る
。

こ
う
し
て
厳
か
な
正
殿
の
造
営
工
事
が
、
一
年
半
の

期
間
、
着
々
と
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

立柱祭

宇治橋渡始式と渡女 (伊勢市・荒井留五郎氏撮影)
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左
記
の
方
々
よ
り
赤
誠
溢
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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�
	


�
�
(

順
不
同
・
敬
称
略)

一
〇
万
円

阿
野
和
隆

藤
沢
市
大
庭

四
万
円

ク
ー
プ
・
ラ
・
モ
ー
ド

藤
沢
市
湘
南
台

二
万
円

横
澤

實

寒
川
町
一
之
宮

〃

横
澤
ふ
ぢ
子

寒
川
町
一
之
宮

〃

鈴
木
紀
夫

兵
庫
県
西
宮
市
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日次 月日(曜) 行 程 宿泊地

１
3／7
(日)

8:00～8:30 11:45～12:30
各地より 寒川神社 浜松市内(昼食)
15:30～16:30 17:10頃
伊勢神宮外宮(自由参拝) 鳥羽【宿泊】

鳥 羽
シーサイド
ホテル

２
3／8
(月)

8:00 8:40～11:30
鳥羽 伊勢神宮【正式参拝】･おかげ横丁(買物)
12:30～13:15 16:50頃
亀山市内(昼食) 高山【宿泊】

高 山
グリーン
ホテル

３
3／9
(火)

8:00 8:10～10:00
高山 桜山八幡宮【正式参拝】・朝市等市内散策
11:00～12:40 19:40頃
白川郷(散策・昼食) 寒川神社及び各地へ

交通費・宿泊代・食事代・傷害保険料
伊勢神宮御神楽料・御神酒拝戴等一切を含みます｡

�
青
少
年
活
動
だ
よ
り

�
�
�
�
�
�
�

お
稽
古
始
め

師
走
の
二
十
七
日(

日)

に
は
、

館
生
・
父
兄
総
出
で
、｢

正
月

飾
り｣

を
作
り
ま
し
た
。

慣
れ
な
い
な
が
ら
も
、
一
生

懸
命
に
作
っ
た
お
飾
り
は
、
世

界
に
一
つ
し
か
な
い
力
作
ば
か

り
、
早
速
玄
関
に
飾
り
、
新
年

を
迎
え
ま
し
た
。

十
二
日(

火)

に
は
始
業
式
が

行
な
わ
れ
、
翌
日
か
ら
は
各
講

声
高
ら
か
に
詠
い
上
げ
、
大
き

な
拍
手
を
頂
き
ま
し
た
。

座
の
稽
古
が
始
ま
り
ま
し
た
。

茶
道
・
剣
道
・
書
道
・
吟
道

の
初
稽
古
が
行
わ
れ
る
と
、
正

月
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
少
年

館
は
活
気
を
取
り
戻
し
、
子
供

達
の
賑
や
か
な
声
が
鳴
り
響
き

渡
り
ま
し
た
。

ま
た
日
本
吟
心
流
詩
吟
國
舟

会
の
初
吟
会
に
も
参
加
し
、
大

勢
の
人
の
前
で
、｢

偶
成｣

を

�
�
�
�
�
�
�

鏡

開

き

�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�

新

年

茶

会

一
月
二
十
四
日(

日)

、
初
集

会
を
行
な
い
、
ス
カ
ウ
ト
活
動

を
始
め
ま
し
た
。

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
で
は
、
今

年
の
抱
負
を
皆
で
語
り
合
っ
た

後
、
恒
例
の
鏡
開
き
を
行
な
い

甘
く
て
あ
た
た
か
い
お
汁
粉
を

頂
き
ま
し
た
。

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
は
新
年
茶

会
、
作
法
を
教
わ
る
も
、
解
か

ら
な
い
事
が
多
く
て
ん
や
わ
ん

や
の
大
騒
動
と
な
り
ま
し
た
。

寒
く
て
冷
た
い
季
節
で
も
ス

カ
ウ
ト
達
は
元
気
満
点
。
今
年

も
精
一
杯
活
躍
し
ま
す
。
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急
性
低
音
障
害
型
感
音
難
聴

は
、
急
に
生
じ
る
感
音
性
の
難

聴
疾
患
の
ひ
と
つ
で
す
。
感
音

性
の
急
性
難
聴
疾
患
と
し
て
は
、

古
く
か
ら
突
発
性
難
聴
と
い
う

疾
患
が
あ
り
、
以
前
は
急
性
低

音
障
害
型
感
音
難
聴
も
突
発
性

難
聴
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
聴
力
障
害
が
低
音
域
の

み
の
症
例
は
そ
う
で
は
な
い
症

例
に
較
べ
症
状
の
回
復
が
良
い

た
め
、
現
在
で
は
独
立
し
た
疾

患
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

こ
の
疾
患
は
急
性
あ
る
い
は

突
発
性
に
耳
症
状

(

耳
閉
塞
感
、

耳
鳴
り
、
難
聴
な
ど)

が
発
症

し
、
聴
力
検
査
で
は
低
音
障
害

型
の
感
音
性
難
聴
の
像
を
示
し
、

難
聴
の
原
因
は
不
明
ま
た
は
不

確
実
で
め
ま
い
は
伴
わ
な
い
疾

患
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
統
計
的
に
は
片
側
性
が
多
く
、

一
回
の
発
作
後
比
較
的
短
期
間

で
回
復
す
る
例
が
多
い
と
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
れ
に
両

側
性
の
例
や
軽
い
め
ま
い
症
状

の
あ
る
例
も
あ
る
よ
う
で
す
。

発
症
前
に
は
感
冒
様
症
状
が
認

め
ら
れ
る
例
も
あ
り
、
ス
ト
レ

ス
や
疲
労
が
た
ま
っ
て
い
る
場

合
も
多
い
よ
う
で
す
。

こ
の
疾
患
は
何
ら
か
の
原
因

で
、
内
耳
に
内
リ
ン
パ
水
腫
と

呼
ば
れ
る
水
ぶ
く
れ
状
態
が
生

じ
て
発
症
す
る
と
推
測
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
点
は
回
転
性
め
ま

い
と
聴
力
の
低
下
を
繰
り
返
す

メ
ニ
エ
ー
ル
病
に
共
通
し
ま
す
。

実
際
に
急
性
低
音
障
害
型
難
聴

の
症
例
は
、
聴
力
が
変
動
し
な

が
ら
回
復
す
る
例
や
何
度
も
同

様
の
症
状
を
繰
り
返
す
例
が
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
例
は
メ
ニ
エ
ー

ル
病
に
移
行
す
る
例
が
あ
り
ま

す
。治

療
は
他
の
急
性
内
耳
障
害

と
同
様
に
、
ス
テ
ロ
イ
ド
剤
、

循
環
改
善
剤
、
内
耳
代
謝
改
善

剤
や
ビ
タ
ミ
ン
剤
な
ど
を
使
用

し
ま
す
。
回
復
の
悪
い
例
で
は

メ
ニ
エ
ー
ル
病
に
効
果
の
あ
る

利
尿
剤
が
効
果
を
示
す
場
合
も

あ
り
ま
す
。
自
然
回
復
例
も
あ

る
よ
う
で
す
が
、
自
覚
症
状
だ

け
で
は
こ
の
疾
患
か
ど
う
か
は

判
断
で
き
ず
、
診
断
に
は
正
確

な
聴
力
検
査
が
必
要
で
ま
た
メ

ニ
エ
ー
ル
病
に
移
行
し
な
い
か

ど
う
か
経
過
観
察
が
必
要
で
す
。

軽
度
で
も
急
な
聴
力
低
下
を
自

覚
さ
れ
た
場
合
は
早
急
に
耳
鼻

咽
喉
科
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
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録

事

志
賀

肇

規
則
に
依
り
定
年
退
職
と
す
る

平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日

録

事

中
嶋

洋
美

願
い
に
依
り
職
を
免
ず
る

平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日

�
 
!
"

�

�
�

�

関

良
子

寒
川
神
社
主
事
を
命
ず
る

平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
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全
国
的
に
実
施
さ
れ
て
い
ま

す

｢

歳
末
助
け
合
い
運
動｣

の

助
成
に
と
神
社
、
病
院
、
神
恵

苑
、
参
集
殿
の
四
箇
所
に
募
金

箱
を
設
置
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

去
る
十
二
月
二
十
八
日
、
義
捐

金
一
九
一
、
〇
三
四
円
を
寒
川

町
へ
寄
付
致
し
ま
し
た
。
ご
協

力
頂
き
ま
し
た
皆
様
方
の
お
心

遣
い
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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を
お
勤
め
頂
い
て
お
り
ま
す

�
橋
春
吉
氏
が
こ
の
度
Ｎ
Ｈ

Ｋ
主
催
の
平
成
二
十
一
年
度

全
国
俳
句
大
会
に
て
見
事
特

選
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
全
国

よ
り
寄
せ
ら
れ
た
四
八
、
六

六
一
句
よ
り
選
ば
れ
て
の
受

賞
と
な
り
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

当
神
社
参
与
・
寒
川
俳
壇

会
長
で
少
年
館
の
俳
句
講
師



国
旗
と
昭
和
天
皇
御
製
碑

｢

松
上

雪｣

昭
和
六
十
一
年
四
月
建
立
。

一
陽
来
復
。
待
ち
に
待
っ
た

春
が
漸
く
到
来
。

節
分
に
は
、
各
家
々
か
ら

｢

鬼
は
外｣

、｢

福
は
内｣

と
大

き
な
声
が
聞
こ
え
て
来
る
。

不
景
気
も
鬼
と
一
緒
に
退
散

す
る
と
有
難
い
。
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大
嚏

お
お
く
さ
め

赤
子
泣
か
せ
て
し
ま
い
け
り

露
木
て
る
子

熱
燗
や
淋
し
い
と
き
は
な
お
熱
く

飛
石

槿
花

寒
厨
灯
り
に
光
る
卸
金

お
ろ
し
が
ね

根
岸

君
子

遠
く
か
ら
誰
だ
か
分
か
る
ほ
お
か
む
り

皆
川
志
ん
ご

元
旦
や
紙
に
戻
り
し
宝
く
じ

芹
沢

徳
光

お
喋
り
に
一
間
暮
れ
を
り
女
正
月

相
原

白
蕗

誰
も
ゐ
ぬ
校
長
室
の
シ
ク
ラ
メ
ン

高
橋
は
る
よ
し

空
手
部
の
気
合
で
割
る
や
鏡
割

菅
沼
う
め
の

玻は

璃り

一
重
闇
に
寒
波
の
風
尖と

が

る

伊
藤

公
一

孫
に
次
ぐ
電
話
ば
か
り
や
松
の
内

金
指

月
光

人
日
や
何
も
変
ら
ず
仕
舞
風
呂

天
沼

子
平

鏡
割
石
を
割
る
ご
と
割
れ
目
見
る

菅
沼

保
幸

板
の
間
に
鏡
開
き
の
顔
そ
ろ
ふ

岡
田
風
呂
釜

女
正
月
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
が
遠
ざ
か
る

宮
入

つ
る

満
タ
ン
に
単
車
の
給
油
買
い
始
め

千
葉

静
香

し
ん
し
ん
と
利と

鎌が
ま

の
よ
う
な
寒
の
月

松
本
美
智
子

睨
め
っ
こ
笑
う
と
負
け
よ
福
笑
い

倉
谷

節
子

冬
晴
れ
や
昔
の
遊
び
竹
ト
ン
ボ

四
ッ
車
梢
月

女
正
月
男
ひ
と
り
の
夕
餉
か
な

山
本

朝
子

猫
舌
を
は
や
さ
れ
て
ゐ
る
女
正
月

市
本

益
子

薄
紅
の
切
山
椒
や
ほ
つ
れ
髪

浅
田
の
ぶ
子

女
正
月
一
人
は
れ
ば
れ
社
寺
詣

原
野

楽
天

北
国
の
老
人
ば
か
り
雪
を
掻
く

岩
田
美
代
子

こ
こ
ら
に
も
餌
の
あ
る
ら
し
寒
雀

竹
村
真
砂
美

幸
せ
を
念
じ
て
賀
状
手
書
き
に
て

三
輪

恭
子

夜
遊
び
の
猫
の
で
て
行
く
寒
の
星

金
子

つ
ぢ

清
ら
か
な
川
の
流
れ
に
青
鷺
の
魚
捉
う
と
一
点
見
つ
む

浜
田

寿
子

親
と
子
の
遊
び
賑
わ
う
中
央
公
園
こ
の
平
和
こ
そ
続
き
て
あ
れ
な

山
口

幸
子

遠
き
日
に
夢
を
語
り
し
そ
の
人
を
思
い
出
し
を
り
今
宵
の
満
月

山
根
喜
美
代

培
っ
た
野
党
時
代
の
敏
腕
を
国
民
目
線
の
政
治
に
活
か
せ

安
藤

慧

台
風
は
今
宵
そ
れ
た
ら
し
寝
な
が
ら
に
聞
く
細
き
落
虎
笛

鈴
木

助
晴

秋
の
夜
の
月
の
あ
か
り
に
虫
の
音
を
独
り
聞
き
つ
つ
歌う
た

に
思
い
ぬ

川
島
惠
美
子

交
番
前
に
仁
王
立
ち
す
る
新
任
の
お
ま
わ
り
さ
ん
の
目
差
し
優
し

�
田
マ
ツ
子

飲
む
ほ
ど
に
重
ね
た
歳
月
語
ら
ず
と
も
大
き
な
夫
の
手
小
さ
な
吾
が
手

工
藤

光
子

一
点
を
見
つ
め
る
甥
の
横
顔
に
不
況
の
影
さ
す
出
社
の
姿

稲
畠

治
江

掛
軸
の
条
幅
の
書
は
若
き
日
の
努
力
の
あ
と
の
思
い
出
の
あ
り

三
留
と
く
子

秋
日
降
る
畑
に
み
か
ん
や
柿
熟
れ
て
こ
の
山
す
そ
は
黄
に
染
ま
り
行
く

天
利

春
枝

風
な
き
も
は
ら
り
は
ら
り
と
散
り
ゆ
け
り
柿
の
葉
冴
え
ざ
え
綾
な
せ
る
色

岡
元

芳
子

引
き
あ
げ
て
京
都
住
ま
い
の
友
よ
り
の
久
し
振
り
あ
る
電
話
あ
り
た
り

出
町

安
子

鉄
け
ず
る
ほ
か
に
能
な
き
こ
の
我
に
不
況
長
き
鉄
も
削
れ
ぬ

斎
藤
く
に
お

み
霊
あ
ま
た
桧
原
湖
真
盛
り
の
紅
葉
を
映
す
湖
面
を
巡
る

宇
田
川
時
子

み
ど
り
濃
い
葉
に
ふ
ん
わ
り
と
山
茶
花
の
ピ
ン
ク
が
咲
け
る
筋
向
い
の
家

亀
山

文
子

地
を
染
む
る
公
孫
樹
落
葉
の
黄
を
掬
ひ
幼
の
母
に
か
け
寄
り
て
ゆ
く

講
師

杉
本

照
世
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