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江
戸
時
代
に
は
、「
一
生
に
一
度
は
お

伊
勢
参
り
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
伊
勢
参
宮

が
流
行
し
ま
し
た
。
御お

か
げ
ど
し

蔭
年
（
伊
勢
神
宮

の
遷せ

ん
ぐ
う宮

の
翌
年
）
に
な
る
と
、老
若
男
女
、

貴き
せ
ん賤

貧
富
を
問
わ
ず
集
団
で
伊
勢
参
宮
を

す
る
「
お
か
げ
参
り
」
が
起
こ
り
ま
す
。

そ
の
伊
勢
へ
の
道
す
が
ら
、
各
地
の
人
々

が
参
詣
者
の
宿
泊
や
食
事
の
世
話
を
す
る

行
為
を
施せ

ぎ
ょ
う行

と
言
い
ま
す
。

文
政
13
年（
1
8
3
0
）の
お
か
げ
参
り

で
は
、
約
1
万
人
の
参
詣
者
に
対
し
御
所

ま
ち
の
人
々
が
施
行
を
し
た
そ
う
で
す
。

御
所
ま
ち
に
残
さ
れ
て
い
る
古
文
書
に
は
、

宿
泊
や
食
事
だ
け
で
な
く
風
呂
の
施
行
ま

で
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
御
所

ま
ち
の
お
も
て
な
し
は
評
判
だ
っ
た
よ
う

で
、
御
所
ま
ち
を
訪
れ
た
参
詣
者
た
ち
は

感
謝
を
込
め
た
た
く
さ
ん
の
和
歌
を
贈
り

ま
し
た
。

古
文
書
以
外
に
も
、
お
も
て
な
し
文
化

の
名
残
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
が
主お

も
や屋

の
別
棟
に
設
け
ら
れ
た
「
離
れ

座
敷
」
で
す
。

一
般
的
に
座
敷
は
、
主
屋
の
中
に
客
間

と
し
て
作
る
も
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
別
棟
を

設
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
御

所
ま
ち
に
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
離
れ

座
敷
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
立
派
な
離
れ

座
敷
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
江
戸

時
代
の
御
所
ま
ち
は
豊
か
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
ま
す
。

御
所
ま
ち
の
人
々
は
、
お
客
さ
ん
を
招

く
離
れ
座
敷
に
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
を
凝
ら

し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
離
れ
座
敷
に
向
か

う
渡
り
廊
下
に
架
け
ら
れ
た
反
り
橋
は
、

入
口
か
ら
お
客
さ
ん
の
好
奇
心
を
掻か

き
立

て
よ
う
と
い
う
心
意
気
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。
ま
た
、
自
然
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

窓
の
形
や
彫
刻
は
、
部
屋
の
中
で
も
自

然
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持

ち
の
表
れ
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
工
夫
を
施
し
た
一
番
良
い
部
屋

に
お
客
さ
ん
を
招
い
て
楽
し
ん
で
も
ら

お
う
と
い
う
、
御
所
ま
ち
の
人
々
の
お

も
て
な
し
精
神
が
表
れ
た
場
所
が
、
ま

さ
に
離
れ
座
敷
だ
っ
た
の
で
す
。

建
物
の
価
値
は
、
そ
の
古
さ
や
伝
統

的
な
建
築
技
法
に
の
み
あ
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
暮
ら
し
た
人
々
の
生
活
や

想
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
魅
力
を
後
世
に
伝

え
て
い
く
こ
と
に
も
、
建
物
を
守
る
意

味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
9
回

お
も
て
な
し
文
化
と

離
れ
座
敷

離れ座敷の入口に架けられた反り橋

紅葉柄の彫刻

梅
柄
の
窓

床
の
間


