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「
虫
供
養
＆
清
正
公
＆
鬼
子
母
神
」

１
３
時
３
０
分
か
ら

【
七
夕
と
は
？
】

た
な
ば
た

七
夕
は
七
月
七
日
に
行
な
う
星
祭
り

で
す
。
七
夕
の
日
は
、
一
年
に
一
度
だ

け
織
女
と
彦
星
が
天
の
川
の
上
で
デ
ー

お
り
ひ
め

ひ
こ
ぼ
し

ト
を
す
る
日
と
言
わ
れ
、
こ
の
時
に
願

い
事
を
書
い
た
短
冊
を
笹
の
葉
に
つ
る

し
、
織
姫
星
に
技
芸
の
上
達
を
願
う
行

事
で
す
。

【
織
姫
と
彦
星
伝
説
】

み
な
さ
ん
、
織
姫
と
彦
星
伝
説
が
ど

ん
な
も
の
だ
っ
た
か
説
明
で
き
ま
す
か
。

簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
物
語

で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
物
語
は
発
祥
は

日
本
で
な
く
中
国
で
す
。

天
帝
の
娘
で
あ
る
織
女
は
、
機
を
織

は
た

る
の
が
仕
事
で
す
。
し
か
し
仕
事
ば
か

り
す
る
織
女
を
心
配
し
た
天
帝
は
、
娘

を
天
の
川
の
向
か
い
岸
に
い
る
彦
星
と

引
き
合
わ
せ
ま
し
た
。
す
る
と
二
人
は

恋
に
夢
中
に
な
っ
て
仕
事
を
全
く
し
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
み

た
天
帝
は
怒
り
、
二
人
を
天
の
川
の
両

岸
に
引
き
離
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

二
人
の
様
子
を
哀
れ
に
思
っ
た
天
帝

は
、
一
年
に
一
度
、
七
月
七
日
の
夜
に

だ
け
会
う
こ
と
を
許
し

ま
し
た
。
し

か
し
、
七
月
七
日
に
雨
が
降
る
と
天
の

川
の
水
が
増
水
し
て
わ
た
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
カ
サ
サ
ギ
が
二
人
の
橋

渡
し
を
し
ま
す
・
・
と
い
う
話
。

な
か
な
か
天
帝
の
理
不
尽
さ
が
す
ご

い
お
話
で
す
ね
笑

こ
の
話
が
日
本
の
神
事
の
一
つ

「
棚
機
」
と
く
っ
つ
き
、
そ
の
他
の
文

た
な
ば
た

化
を
取
り
入
れ
な
が
ら
今
の
七
夕
が
で

き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

棚
機
と
は
着
物
を
織
る
際
に
使
用
さ

れ
た
機
織
り
機
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

神
様
に
豊
作
を
祈
る
行
事
で
、
稲
の
開

花
時
期
に
農
村
部
で
盛
ん
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
神
様
を
迎
え
る
た
め
に
、
村
の

娘
が
水
辺
の
小
屋
に
こ
も
っ
て
着
物
を

織
り
、
棚
に
供
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

【
七
夕
と
仏
教
】

実
は
七
夕
は
仏
教
行
事
と
か
か
わ
り

が
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
旧
暦

の
７
月
と
言
え
ば
、
今
の
８
月
に
あ
た

り
ま
す
か
ら
、
仏
教
行
事
「
お
盆
」
と

か
か
わ
り
が
あ
る
わ
け
で
す
。

七
夕
は
別
名
「
棚
幡
」
と
書
き
、
お

盆
の
時
、
ご
先
祖
様
を
迎
え
る
「
精
霊

棚
」
に
安
置
す
る
は
た
の
こ
と
で
も
あ

り
ま
し
た
。

▼
幡
と
精
霊
棚

は
た

お
盆
を
迎
え
る
の
に
あ
た
っ
て
の
準

備
は
じ
め
が
七
月
七
日
で
あ
り
、
七
日

の
夕
方
か
ら
精
霊
棚
を
設
け
、
幡
を
安

置
し
、
お
坊
さ
ん
に
お
経
を
あ
げ
て
も

ら
う
そ
う
で
す
。
こ
こ
か
ら
お
盆
の
時

に
お
坊
さ
ん
の
お
経
を
上
げ
て
も
ら
う

こ
と
を
「
棚
経
」
と
い
う
よ
う
に
な
り

た
な
ぎ
ょ
う

ま
し
た
。
こ
の
「
七
」
月
「
七
」
日
の

「
夕
」
方
に
す
る
こ
と
か
ら
、
当
て
字

に
「
七
夕
」
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

【
ま
と
め
】

七
夕
の
文
化
は
古
く
は
平
安
時
代
に

は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
風
習
と
し
て
浸
透
し

て
い
た
よ
う
で
、
当
時
は
字
の
上
達
を

願
っ
て
和
歌
な
ど
を
梶
の
葉
に
書
い
て

か
じ

い
ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
一
般
庶
民
に

も
広
ま
り
だ
し
た
の
が
、
江
戸
時
代
だ

と
言
わ
れ
、
笹
に
願
い
事
を
書
い
て
結

び
つ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

七
夕
の
願
い
事
は
元
々
は
手
芸
や
字

の
上
達
な
ど
を
願
っ
て
い
た
行
事
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
「
お
金
持
ち
に

な
り
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
願
い
で
は

無
く
、
「
習
字
が
上
手
く
な
り
た
い
」

と
言
っ
た
「
技
能
の
上
達
」
を
願
う
方

が
本
来
の
七
夕
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。み

な
さ
ん
は
ど
ん
な
こ
と
が
上
手
に

な
り
た
い
で
す
か
？

掟
光
寺
だ
よ
り

じ

ょ

う

こ

う

じ
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な
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た


