
新
し
い
一
年
の
は
じ
ま
り
、
正
月
。

正
月
は
、
現
在
で
も
特
別
な
期
間
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
食
事
に
つ

い
て
も
同
様
で
、
お
せ
ち
料
理
や
お

雑
煮
な
ど
、
正
月
な
ら
で
は
の
食
文

化
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
「
御お

食し
ょ
く

膳ぜ
ん

御ご

規き

定て
い

」（
天

理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
）
や

「
奥お

う

州し
ゅ
う

白し
ら

川か
わ

風ふ
う

俗ぞ
く

問と
い

状じ
ょ
う

答こ
た
え

」（『
白
河

市
史　

九
』
所
収
）
な
ど
の
史
料
か

ら
、
藩
主
や
藩
士
な
ど
の
正
月
の
食

事
や
文
化
を
紹
介
し
ま
す
。

《
藩
主
の
食
事
》　

藩
主
の
食
事
を
記
し
た
史
料
の
正

月
元
日
の
は
じ
め
に
は
「
大
福　

梅う
め

干ぼ
し

入い
り

」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
だ
い
ふ
く
」
で
は
な
く
「
お
お

ぶ
く
」
と
読
む
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

若
水
（
元
旦
に
く
む
水
）
を
使
っ
て

立
て
た
お
茶
の
こ
と
で
、
新
し
い
年

の
災
い
を
は
ら
う
も
の
だ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

大
福
茶
の
後
「
御お

高た
か

盛も
り

」・「
二に

の

御ご

膳ぜ
ん

」・「
三さ

ん
の

御ご

膳ぜ
ん

」
の
記
載
が
あ
り
ま

す
。

　

「
三
御
膳
」
に
は
「
御お

重じ
ゅ
う

肴ざ
か
な

」
が

含
ま
れ
て
お
り
、
二
重
の
箱
に
「
数

の
子
」
と
「
酢す

牛ご

蒡ぼ
う

」
が
、
そ
れ
ぞ

れ
詰
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
以

外
に
、
二
汁
五
菜
の
「
御お

祝
い
わ
い
の

御ご

膳ぜ
ん

」

が
、
時
間
を
変
え
て
二
度
出
さ
れ
る

な
ど
、
藩
主
の
年
始
の
食
事
に
見

合
っ
た
、
非
常
に
豪
華
な
も
の
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
雑
煮
は
餅
や
い
ち
ょ
う
切

り
に
し
た
大
根
、
焼
き
豆
腐
、
青
菜
、

里
芋
、
薄
く
削
っ
た
か
つ
お
節
が

入
っ
た
も
の
で
し
た
。

《
藩
士
・
町
人
の
食
事
》

　

藩
士
は
、
数
の
子
や
田た

作づ
く
り

、
牛
蒡
、

煮
豆
な
ど
を
重
箱
に
入
れ
た
料
理
を

用
意
し
ま
し
た
。

一
方
、
町
人
は
藩
士
と
同
じ
も
の

を
食
べ
た
よ
う
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど

の
家
で
は
重
箱
に
詰
め
る
こ
と
は
せ

ず
、
一
部
の
裕
福
な
家
だ
け
が
重
箱

を
用
意
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
雑
煮
は
江
戸
と
同
様
に
、

餅
や
す
ず
な
、
大
根
、
人
参
な
ど
が

入
っ
た
も
の
を
、
藩
士
も
町
人
も
食

べ
て
い
た
よ
う
で
す
。

第
十
話

白
河
藩
の正月

と
食
事

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
㉗
２
３
１
０

▶
北き

た

尾お

重し
げ

政ま
さ

『
絵え

本ほ
ん

世よ

都つ

之の

時と
き

』
よ
り

若
水
く
み
の
様
子

（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

日
本
資
本
主
義
の
父
と
い
わ
れ
、

３
年
後
に
は
新
一
万
円
札
の
肖
像
画

に
な
る
予
定
の
渋
沢
栄
一
が
、
松
平

定
信
を
あ
つ
く
敬
愛
し
て
い
た
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

白
河
藩
主
だ
っ
た
定
信
は
、
30
歳

の
天
明
７
年
（
１
７
８
７
）
６
月
に
、

老
中
と
し
て
江
戸
に
上
り
、
後
に
寛か

ん

政せ
い

の
改
革
と
呼
ば
れ
る
幕
政
改
革
を

行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
際
に
、
国
元
の
白
河
を
離
れ

る
こ
と
に
な
り
、
家
臣
た
ち
に
肖
像

画
を
遺の

こ

し
ま
し
た
。

こ
れ
は
定
信
が
自
ら
描
い
た
自
画

像
で
、
白
河
を
留
守
に
す
る
間
、
こ

の
自
画
像
を
定
信
の
分
身
と
思
い
、

今
ま
で
通
り
忠
勤
に
励
ん
で
ほ
し
い

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
逸
話
は
、
定
信
の
尊
大
さ
を

物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

八
代
将
軍
徳と

く

川が
わ

吉よ
し

宗む
ね

の
孫
と
し
て
生

ま
れ
、
将
軍
家
の
血
筋
に
対
す
る
矜き

ょ
う

持じ

と
、
徳
川
家
の
繁
栄
や
幕
府
の
存

続
を
人
一
倍
強
く
願
う
熱
意
の
現
れ

で
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
定
信
は
徳
川
家

へ
の
思
い
が
大
き
く
、
老
中
と
し
て

の
覚
悟
と
責
任
感
を
如
実
に
示
す
も

の
で
し
た
。

　

定
信
の
決
意
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら

ず
、
神
に
誓
う
形
の
御
心
願
と
し
て

残
っ
て
い
ま
す
。
定
信
が
老
中
に
就

任
し
た
翌
春
、
霊れ

い

巖が
ん

島じ
ま

吉
祥
院
の
歓

喜
天
に
さ
さ
げ
た
願
文
で
す
。
定
信

は
、
凶
作
の
た
め
江
戸
の
町
に
米
が

充
分
に
入
ら
ず
、
米
価
も
高
値
で
庶

民
が
難
渋
し
て
い
る
の
で
、
安
心
し

て
静
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
願
っ

て
い
ま
す
。

　

定
信
は
願
い
を
聞
き
届
け
て
も
ら

う
た
め
、
自
ら
の
命
は
も
ち
ろ
ん
妻

子
の
命
を
も
懸
け
る
と
誓
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
渋
沢
が
、

定
信
を
尊
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
幕
府
の
執
政

と
し
て
命
を
懸
け
る
定
信
の
覚
悟
に
、

渋
沢
は
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
で
し

ょ
う
。

（
文
・
中
山
義
秀
記
念
文
学
館　

館
長

植う
え

村む
ら

美よ
し

洋ひ
ろ

）

▶
青
年
期
の
渋
沢
栄
一

（
渋
沢
史
料
館
所
蔵
）

第
一
回

松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

を敬愛
し
た
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

××

渋
沢
栄
一

渋
沢
栄
一

松
平
定
信

松
平
定
信

南
湖
南
湖
を
彩
る
系
譜

を
彩
る
系
譜

吉き
っ

祥し
ょ
う

院い
ん

歓か
ん

喜ぎ

天て
ん

願が
ん

文も
ん

『
天
明
八
年
正
月
二
日
、（
中
略
）

越
中
守
一
命
は
勿
論
之
事
妻
子
之
一
命

に
も
奉
懸
候
而
、
必
死
に
奉
心
願
候
事

（
後
略
）』（『
楽ら

く

翁お
う

公こ
う

傳で
ん

』
よ
り
抜
粋
）
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ト
ピ
ッ
ク
ス

お
知
ら
せ

ラ
ウ
ン
ジ

手
話

高
齢
者
サ
ロ
ン

シ
リ
ー
ズ

り
ぶ
ら
ん

保
健

子
育
て

く
ら
し
の

情
報
館

休
日
当
番
医
・

無
料
相
談
ほ
か


