
古
来
か
ら
日
本
で
は
、

正
月
に
は
神
様
が

来
訪
し
て
く
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
元
日
は

年と
し
が
み神

様
が
豊
作
や
子
孫
繁

栄
な
ど
の
幸
せ
を
も
た
ら

す
日
だ
っ
た
の
で
す
。

　

来
訪
神
を
迎
え
る
風
習
は
全
国
各
地
に

残
っ
て
い
て
、
有
名
な
も
の
は
秋
田
県
の

「
ナ
マ
ハ
ゲ
」で
す
。他
に
も
、「
ト
シ
ド
シ
」

「
ホ
ト
ホ
ト
」「
コ
ト
コ
ト
」
な
ど
と
呼
ば

れ
る
行
事
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

土
師
地
区
の
と
へ
と
へ
は
、
途
絶
え
た

時
期
が
あ
る
も
の
の
、
戦
前
か
ら
今
な
お

継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
数
少
な
い
来
訪

神
の
行
事
で
す
。

　

水
を
か
け
る
の
は
、
正
月
を
迎
え
る
前

に
、
禊み

そ
ぎと

し
て
年
内
の
悪
い
も
の
を
水
で

流
す
と
い
う
意
味
合
い
の
ほ
か
、「
田
植
え

の
と
き
、
水
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
う

に
」
と
い
う
五
穀
豊
穣
の
祈
り
か
ら
き
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
と
へ
と
へ
」
と
い
う
言
葉
は
、

古
語
「
訪と

ふ
」
や
戸
を
叩
く
音
か
ら
来
て

い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま

す
が
、
文
献
が

な
く
定
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※とへとへの由来や内容には諸説あります

へ

　
１
月
14
日
、
時
刻
は
18
時
。

気
温
は
３
℃
。
雪
が
ち
ら
つ
く

桂
川
町
土
師
に
「
と
へ
と
へ
ー
」

と
い
う
掛
け
声
が
響
き
わ
た
る
。

掛
け
声
の
出
所
で
あ
る
笠
や
蓑み

の

を
被
っ
た
若
者
た
ち
が
、
道
を

練
り
歩
き
、
家
々
を
訪
ね
歩
く
。

家
人
は
若
者
を
迎
え
、
タ
オ
ル
や
洗
剤
な
ど

の
「
お
年
賀
」
を
受
け
取
っ
た
か
と
思
う
と
、

バ
ケ
ツ
に
入
っ
た
水
を
若
者
た
ち
に
バ
シ
ャ

リ
。
若
者
た
ち
は
、「
今
年
も
よ
い
年
で
あ
り

ま
す
よ
う
に
」
と
声
を
揃
え
る
と
、
ま
た
「
と

へ
と
へ
ー
」
と
声
を
あ
げ
、
次
の
家
へ
と
向

か
う
。

　
桂
川
町
土
師
地
区
で
は
、毎
年「
と
へ
と
へ
」

と
呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
小
正

月
前
日
の
14
日
に
、
来ら

い
ほ
う
し
ん

訪
神
に
扮ふ

ん

し
て
家
々

を
訪
問
し
、
そ
の
際
に
水
を
か
け
ら
れ
る
行

事
だ
。

　
来
訪
神
を
迎
え
る
行
事
は
全
国
各
地
で
行

わ
れ
て
い
る
が
、
神
様
に
水
を
か
け
る
と
い

う
行
為
は
珍
し
く
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
も
度
々

紹
介
さ
れ
て
い
る
。◇

　
　
◇

　
か
つ
て
は
ど
の
家
で
も
当
た
り
前
だ
っ
た

正
月
に
神
様
を
迎
え
る
風
習
。
現
在
は
「
お

年
玉
」
や
「
雑
煮
」
な
ど
が
そ
の
名
残
と
し
て

残
っ
て
い
る
が
、
町
内
の
地
域
行
事
と
し
て

残
っ
て
い
る
の
は
、「
と
へ
と
へ
」「
も
ぐ
ら
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と
土師一区

桂川人
け

と
びんせい
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