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年
明
け
と
い
う
こ
と
で
１
月
に

聞
こ
え
る
物
の
由
来
、
期
限
等

を
載
せ
て
み
ま
し
た
。
（
５
年
前

に
調
べ
た
も
の
で
す
）

右図は、永谷天満宮

の別当であった貞昌

院に伝わる江戸時代

のおみくじです。もと

もと、１から４までの

籤を三度引いて占っ

たものと考えられ、４

の３乗＝６４通りの組

合せがあります。天

満宮六十四首歌占と

して、それぞれのおみ

くじに内容を表わした

絵が描かれています。

お
年
玉

【
意
味
】

お
年
玉
と
は
、
新
年
の
祝
い
の
贈
り

物
。
子
供
な
ど
目
下
の
者
へ
与
え
る

お
金
を
言
う
こ
と
が
多
い
。

【
語
源
・
由
来
】

お
年
玉
の
「
お
」
は
接
頭
語
。

古
く
は
正
月
行
事
と
し
て
「
歳
神
（
と

し
が
み
）」
を
迎
え
る
祭
り
が
あ
り
、

門
松
を
立
て
て
鏡
餅
を
供
え
た
。

お
年
玉
の
語
源
は
、
供
え
た
餅
を
お

下
が
り
と
し
て
子
供
た
ち
に
食
べ

さ
せ
、
「
御
歳
魂
（
お
と
し
だ
ま
）
」
と

呼
ば
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
餅
は
年
初
に
分
配
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
年
の
初
め
の
賜
物
（
た
ま

も
の
）
で
「
年
賜
（
と
し
だ
ま
）」
が
変

化
し
た
説
や
、
鏡
餅
が
丸
い
こ
と
か

ら
「
お
年
玉
」
に
な
っ
た
と
す
る
説
が

あ
り
、
い
ず
れ
も
歳
神
に
由
来
し
ま

す
。

お
年
玉
が
金
品
を
贈

る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
は
、

室
町
時
代
か
ら
見
え
始
め
、
当
時
は

茶
碗
や
扇
な
ど
様
々
な
物
が
贈
り

物
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

御
神
籤
（
御
御
籤
）

【
意
味
】

お
み
く
じ
と
は
、
神
仏
に
祈
っ
て
事
の
吉

凶
を
占
う
た
め
の
籤
（
く
じ
）。
文
字
や
符

号
な
ど
を
記
し
た
紙
片
・
紙
縒
り
・
木

片
な
ど
を
引
く
。
御
御
籤
。
オ
ミ
ク
ジ
。

【
語
源
・
由
来
】

お
み
く
じ
の
「
お
」「
み
」
は
、
「
お
み
き
」
「
お

み
こ
し
」
な
ど
と
同
じ
接
頭
語
で
、
「
み
」

を
「
神
」
と
書
く
の
は
当
て
字
で
、

籤

（
く
じ
）
の
語
源
は
、
下
記
の
よ
う
に
諸
説

が
あ
り
、
正
確
な
語
源
は
未
詳
で

す
。

・
く
じ
は
、
串
の
よ
う
な
棒
状

の
物
を
使
う
こ
と
が
多
い
た
め
、
串
が
語

源
と
す
る
説
。

・
く
じ
は
、
箱
な
ど

に
入
っ
た
物
を
引
き
当
て
る
こ
と
か
ら
、

え
ぐ
っ
て
中
の
物
を
取
り
出
す
意
味
の

「
抉
る
（
く
じ
る
）」
が
転
じ
た
と
す
る

説
。

・
く
じ
を
神
仏
に
よ
る
審
判

と
考
え
、
訴
訟
や
審
理
･
裁
判
な
ど
を
意

味
す
る
「
公
事
（
く
じ
）
」
が
転
じ
た
と
す
る

説

な
ど
が
あ
る
。

ど
ん
ど
焼
き

【
内
容
】

「
ど
ん
ど
焼
き
」
と
は
小
正
月
（
こ

し
ょ
う
が
つ
＝

1

月

1

5

日
）
の

行
事
で
、
正
月
の
松
飾
り
・
注
連
縄

(

し
め
な
わ)

・
書
き
初
め
な
ど
を

家
々
か
ら
持
ち
寄
り
、
一
箇
所
に
積

み
上
げ
て
燃
や
す
と
い
う
、
日
本
全

国
に
伝
わ
る
お
正
月
の
火
祭
り
行

事
で
、
神
事
か
ら
始
ま
っ
た
行
事
で

す
。

一
般
的
に
は
、
田
ん
ぼ
や
空
き
地
に
、

長
い
竹
（
お
ん
べ
）
や
木
、
藁
（
わ
ら
）
、

茅
（
か
や
）
、
杉
の
葉
な
ど
で
作
っ
た

や
ぐ
ら
や
小
屋
（
ど
ん
ど
や
）
を
組

み
、
正
月
飾
り
、
書
き
初
め
で
飾
り

付
け
を
し
た
の
ち
そ
れ
を
燃
や
し
、

残
り
火
で
、
柳
の
木
や
細
い
竹
に
さ

し
た
団
子
、
あ
る
い
は
餅
を
焼
い
て

食
べ
る
と
い
う
内
容
で
１
月
１
５

日
前
後
に
各
地
で
行
わ
れ
ま
す
。
ど

ん
ど
焼
き
の
火
に
あ
た
っ
た
り
、
焼

い
た
団
子
を
食
べ
れ
ば
、
そ
の
１
年

間
健
康
で
い
ら
れ
る
な
ど
の
言
い

伝
え
も
あ
り
、
無
病
息
災
・
五
穀
豊

穣
（
む
び
ょ
う
そ
く
さ
い
・
ご
こ
く

ほ
う
じ
ょ
う
）
を
祈
る
民
間
伝
承
行

事
で
す
。

【
語
源
】

「
ど
ん
ど
焼
き
」
の
語
源
に
つ
い
て

は
、
火
が
燃
え
る
の
を
「
尊
（
と
う

と
）
や
尊
（
と
う
と
）」
と
囃
（
は
や
）
し

立
て
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
囃
し
言
葉

が
訛
（
な
ま
）
っ
た
と
う
い
説
と
、
ど

ん
ど
ん
燃
え
る
様
子
か
ら
そ
れ
ら

の
名
称
が
つ
い
た
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。

※
地
方
に
よ
っ
て
呼
び
名
が
「
と
ん

ど
」、
「
ど
ん
ど
」、
「
ど
ん
だ
ら
焼
き
」、

「
ど
ん
ど
ろ
祭
り
」、
「
お
ん
べ
焼
き
」、

「
さ
い
と
う
焼
き
」、
「
ほ
っ
け
ん

ぎ
ょ
う
」
、
「
三
九
郎
焼
き
」
、
「
ほ

じ
ょ
り
」
、
「
ほ
う
じ
ょ
り
」
「
さ
い
と

焼
き
」「
才
の
神
焼
き
」、
「
左
義
長

（
さ
ぎ
ち
ょ
う
）」
な
ど
色
々
あ
り
ま

す
。

【
起
源
】

「
ど
ん
ど
焼
き
」
の
別
称
と
し
て
「
左

義
長
（
さ
ぎ
ち
ょ
う
）
」
と
い
う
呼
び

名
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
ど
ん

ど
焼
き
の
起
源
と
も
関
わ
っ
て
い

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
左
義
長

（
三
毬
杖
）
は
、
正
月
十
五
日
、
平
安

時
代
の
宮
中
で
、
清
涼
殿
の
東
庭

で
青
竹
を
束
ね
て
立
て
毬
杖
（
ぎ
っ

ち
ょ
う
）
三
本
を
結
び
、
そ
の
上
に

扇
子
や
短
冊
な
ど
を
添
え
、
陰
陽

師
（
お
ん
み
ょ
う
じ
）
が
謡
い
は
や

し
な
が
ら
こ
れ
を
焼
い
た
と
い
う

行
事
で
す
。
そ
が
民
間
に
伝
わ
り

ど
ん
ど
焼
き
と
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。


