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お
正
月
も
お
盆
と
共
に
本
来
、
歳
神
様
、

ご
先
祖
様
（
み
魂
）
を
お
迎
え
し
、
楽
し
い

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
、
ま
た
帰
っ
て
い
く

と
い
う
日
本
古
来
の
信
仰
に
基
づ
く
行
事

で
す
．お

盆
の
と
き
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
お

正
月
に
里
帰
り
を
さ
れ
た
と
き
、
お
仏
壇
、

お
墓
参
り
と
は
別
に
、
も
う
ひ
と
つ
大
切

な
こ
と
が
あ
り
ま
す
．
そ
れ
は
、
家
族
が
そ

ろ
っ
て
仏
間
の
お
仏
壇
の
前
で
い
っ
し
ょ

に
、
「
お
せ
ち
料
理
」
を
頂
き
、
そ
の
団
藥
の

中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
年
の
反
省
と
新
年
の

抱
負
を
述
べ
、
近
況
報
告
し
、
特
に
先
祖
、

故
人
の
話
を
語
り
合
い
、
共
に
お
酒
を
飲
み
、

食
事
を
す
る
こ
と
が
供
養
に
な
り
喜
ん
で

も
ら
え
る
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

せ
め
て
家
族
そ
ろ
っ
た
と
き
は
、
い
っ
し

ょ
に
氏
神
様
に
初
詣
に
行
き
家
族
そ
ろ
っ

て
お
墓
参
り
を
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
よ

こ
の
縄
は
「
尻
久
米
縄
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ

が
し
め
縄
の
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
稲
わ
ら
に
は
聖
な
る
力
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
に
は
、
宮
中
や
貴
族
の
も
と
で

正
月
を
祝
う
行
事
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
現
代
の
よ
う
な
装
飾
的
な
お
正
月

飾
り
は
、
江
戸
時
代
に
広
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
．
粋
を
好
ん
だ
江
戸
庶
民
の
気

風
が
、
祖
霊
信
仰
と
融
合
し
て
、
日
本
独
自

の
お
正
月
飾
り
が
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
縄
や
ひ
も
を
結
界
に
用
い
て
、

神
域
と
下
界
を
分
け
る
風
習
は
．
世
界
各
地

に
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
お
正
月
飾
り
の
よ

う
に
華
麗
で
装
飾
的
な
様
式
の
も
の
は
、
世

界
中
ど
こ
に
も
な
く
、
お
正
月
飾
り
は
日
本

が
誇
る
す
ば
ら
し
い
伝
統
文
化
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

お
正
月
で
す
ぎ
仏
壇
と
お
墓
に
手
を
あ
わ
せ
ま
心
理
河

望

亀寧浄

瀧
山

瀞
霞
鐸
鶏
織
鍵
鍵
識
議
鍵
鶏
灘
蕊

さ
ん
ど
う

参
道
を
通
る
と
き
の
心
得
に
つ
い
て

烏
居
を
く
ぐ
り
抜
け
る
と
、
社
殿
ま
で
続

く
道
が
あ
り
ま
す
．
こ
の
道
を
『
参
道
」
と
い

い
ま
す
．
文
字
ど
お
り
参
道
と
は
「
お
参
り

す
る
道
」
で
、
神
さ
ま
の
鎮
ま
る
所
と
人
と

を
結
び
つ
け
る
大
切
な
道
で
す
．
た
と
え
、

わ
ず
か
な
距
離
に
す
ぎ
な
い
参
道
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
神
さ
ま
の
鎮
ま
る
所
へ
一
歩

け
い
け
ん

一
歩
近
づ
く
わ
け
で
す
か
ら
、
敬
虐
な
気
持

ち
で
進
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
烏

じ
ぎ

居
を
く
ぐ
る
と
き
に
は
軽
く
お
辞
儀
を
す

る
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

せ
い
ち
ゅ
う

参
道
の
中
央
は
「
正
中
」
と
い
わ
れ
、
神
さ
ま

う
か
。
遠
方
で
帰
郷
で
き
な
い
場
合
は
、
近

隣
の
神
社
、
氏
神
様
、
そ
し
て
お
寺
に
お
参

り
を
し
、
日
頃
の
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え

る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
す
。

初
詣
の
心
得
溌
涛
溌
蕊
蕊

一年の『計』は元旦にありと云われています。

『
人
は
こ
う
あ
れ
』

先
祖
を
敬
え

年
忌
、
法
事
を
忘
れ
る
な

②

神
仏
を
敬
い

年
寄
り
を
い
た
わ
り

子
ど
も
に
優
し
く

家
業
に
励
み
、
他
を
羨
む
な

金
は
稼
い
で
か
ら
使
え

腹
八
分
何
事
も
ほ
ど
ほ
ど
に

天
災
は
い
つ
か
来
る

覚
悟
を
し
て
お
け

人
の
苦
労
は
見
ず
に
助
け

義
理
、
人
情
を
忘
れ
る
な

自
然
の
恵
み
を
粗
末
に
す
る
な

福
沢
諭
吉
の
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
た
。

『
計
』
の
参
考
に
さ
れ
て
は
い
か
が
で
す
か
．

角室

全優厄

い
で
あ
る
西
方
浄
土
は
他
に
比
べ
よ
う
が

、｛

庭
は
「
先
祖
の
あ
そ
び
場
」
と

云
わ
れ
ま
す
。

お
正
月
と
お
盆
に
は
、
先
祖
が
灯
篭
の
灯

か
り
を
頼
り
に
、
塔
を
伝
い
、
夏
目
や
鉄
鉢

な
ど
の
水
鉢
で
手
を
洗
い
、
仏
間
の
沓
脱
ぎ

石
か
ら
入
っ
て
来
ら
れ
、
そ
し
て
家
の
中
で

は
床
の
間
に
軸
を
掛
け
、
花
を
立
て
香
を
焚

い
て
迎
え
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

日
本
式
庭
園
の
あ
る
家
で
は
、
縁
起
も

の
で
あ
る
松
竹
梅
を
植
え
て
あ
り
ま
す
し
、

中
央
に
あ
る
立
石
（
三
石
・
二
石
・
一
石
が
あ
る
）

は
、
三
尊
石
と
い
っ
て
釈
迦
、
阿
弥
陀
、
不
動

を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
お
正
月
を
迎
え
る
前
に

は
、
庭
を
掃
除
し
て
、
水
鉢
の
中
と
沓
脱
ぎ

石
の
上
は
、
特
に
き
れ
い
に
さ
れ
る
方
が
良

い
と
思
い
ま
す
。

の
通
り
道
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
を
な

る
べ
く
歩
か
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
、
神
さ

ま
に
対
す
る
礼
儀
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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日
本
十
大
紋
の
一
つ
で
す
。

藤
は
風
に
そ
よ
ぐ
紫
色
の
花
弁
が
な
ん
と
も

優
雅
な
姿
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
長
寿
で
繁
殖

力
の
強
い
植
物
で
も
あ
り
ま
す
。

平
安
時
代
に
は
既
に
衣
服
の
紋
様
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
藤
原
の
里
を

下
賜
さ
れ
た
中
臣
鎌
足
の
末
商
で
あ
る
藤
原

一
族
が
も
ち
い
た
紋
の
一
つ
で
、
藤
原
氏
が
と

て
も
栄
え
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
あ
や
か
る
意

味
も
あ
っ
て
、
藤
紋
が
普
及
し
て
い
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
紋
の
形
状
と
し
て
は
花
弁
が
垂

れ
た
下
が
り
藤
が
基
本
で
す
が
、
下
が
る
と
い

う
言
葉
を
嫌
っ
て
、
上
が
り
藤
な
ど
の
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
も
作
ら
れ
ま
し
た
。
藤
紋
は
花
も
美

し
い
で
す
が
、
家
紋
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
も
美

し
い
た
め
、
公
家
か
ら
武
家
、
さ
ら
に
は
庶
民

へ
と
広
ま
り
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
る
家
紋
と

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

も
多
く
、
約
百
五
十
種
も
の
藤
紋
が
あ
り
ま
す
。

◆
藤
紋
（
ふ
じ
も
ん
）

(藤紋の一例）

下がり藤

な
い
程
、
美
し
く
て
す
ば
ら
し
い
国
で
あ

る
と
言
っ
た
．
」
と
あ
り
ま
す
．

阿
弥
陀
佛
は
如
来
と
な
る
前
（
法
蔵
菩

薩
の
と
き
）
に
、
人
々
を
救
う
四
十
八
の
誓

願
を
立
て
、
特
に
十
八
番
目
は
「
す
べ
て
の

人
が
、
私
の
浄
土
に
来
た
い
と
思
っ
た
と

き
に
、
阿
弥
陀
佛
と
十
回
唱
え
な
さ
い
、
そ

の
と
き
私
は
迎
え
に
行
き
ま
す
．
」
と
無
量

寿
経
の
中
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

人
々
を
救
う
の
が
務
め
で
あ
り
私
の
導

き
に
ま
か
せ
な
さ
い
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
そ
し
て
曇
鶯
が
『
南
無
阿
弥
陀
佛
』
と

唱
え
る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
と
説
き
、
そ

の
後
、
善
導
が
観
無
量
寿
経
の
中
で
「
ど
ん

な
時
で
も
一
心
に
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
が

正
定
」
と
念
仏
の
大
切
さ
を
説
き
ま
し
た
。

日
本
で
は
、
法
然
、
そ
し
て
親
鶯
に
よ
っ

て
庶
民
に
ま
で
、
阿
弥
陀
佛
信
仰
が
広
め

ら
れ
、
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
の
基
礎
と
な
り

ま
し
た
。

◆
木
瓜
紋
（
も
つ
こ
う
も
ん
）
｜
生

文
様
と
し
て
は
古
く
唐
時
代
に
用
い
》

ら
れ
我
が
国
へ
伝
来
し
ま
し
た
。

木
瓜
と
記
し
ま
す
の
で
胡
瓜
の
切
り

口
を
連
想
し
ま
す
が
、
本
来
は
樹
上
の
鳥

の
巣
を
表
現
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
木
瓜
紋
の
古
い
も
の
と
さ
れ
る
徳
大

寺
木
瓜
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
く
分
か
り
、

ま
す
。
こ
の
紋
の
な
か
に
散
ら
さ
れ
た
小

さ
な
花
は
烏
の
卵
の
こ
と
を
あ
ら
わ
し
』

て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
た
多
く
の
神
社
の
《

御
簾
の
帽
額
（
も
こ
う
）
に
多
く
使
わ
れ

た
文
様
で
あ
っ
た
の
で
、
も
つ
こ
う
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
い
ま
す
。

こ
の
紋
は
烏
の
巣
で
あ
り
、
卵
が
増
え

て
子
孫
繁
栄
を
意
味
し
、
ま
た
神
社
で
用

い
る
御
簾
は
吉
祥
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
神
の
加
護
が
あ
る
と
い
う
め
で
た
》

い
紋
と
さ
れ
、
織
田
信
長
を
代
表
と
し
て
》

家
紋
と
し
た
武
家
は
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
□

の
幾
何
学
的
で
図
案
化
し
や
す
い
絵
柄

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
変
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
多
い
紋
で
す
。

◆
木
瓜
紋
（
も
つ
こ
う
も
ん
）(木瓜紋の一例）

丸に木瓜
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