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か
つ
て
、
年
の
初
め
の
正
月
と
い
え
ば
、

新
年
の
訪
れ
を
祝
う
と
共
に
、
各
所
に
宿

る
神
様
に
感
謝
の
意
を
捧
げ
、
こ
の
一
年

を
健
康
で
豊
か
に
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
と

の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
様
々
な
行
事
が
あ

り
ま
し
た
。
近
年
は
生
活
様
式
も
大
き
く

変
化
し
、
こ
の
よ
う
な
風
習
は
廃
れ
つ
つ

あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は
そ
の
存
在
さ
え

も
知
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
回

は
こ
う
し
た
正
月
の
風
習
の
一
つ
を
お
話

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
月
一
五
日
前
後
は
「
小こ

正し
ょ
う

月が
つ

」
と
い

い
、
正
月
の
お
飾
り
を
お
ろ
し
て
ト
ン

ド
を
行
い
ま
す
。
か
つ
て
は
ト
ン
ド
の
後

に
、
わ
ら
で
作
っ
た
綱
の
先
に
玉
が
つ
い

た
「
て
っ
ち
り
こ
」
で
嫁
の
尻
を
た
た
き
、

安
産
祈
願
を
す
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
、

昭
和
初
期
頃
に
廃
れ
た
よ
う
で
す
が
、
近

年
羽
出
地
区
で
復
活
し
、
現
在
は
観
光
施

設
で
イ
ベ
ン
ト
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
少
し
ず
つ
周
知
さ
れ
て
き
つ
つ

あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
町
内
で
行

わ
れ
て
い
た
小
正
月
の
行

事
と
し
て
「
ホ
ト
ホ
ト
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
、
小
正
月
の

夜
に
、
わ
ら
細
工
の
ホ
ト

ホ
ト
を
持
っ
て
子
供
達
が

家
々
を
回
り「
ホ
ト
ホ
ト
」

と
言
っ
て
戸
口
を
た
た
く

と
、
家
の
人
が
中
か
ら
少

し
戸
を
開
け
て
、
み
か
ん

や
お
菓
子
、
餅
な
ど
を
与

え
、
ホ
ト
ホ
ト
を
受
け
取

り
、
子
供
達
は
早
く
退
散
し
な
け
れ
ば
家

の
人
に
柄
杓
の
水
を
か
け
ら
れ
る
、
と
い

う
行
事
で
す
。

　

そ
の
起
源
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
本
来
は
家
々
を
訪
れ
人
に
祝
福
を
も

た
ら
す
「
来
訪
神
」
を
迎
え
る
行
事
が
形

を
変
え
て
子
供
の
遊
戯
と
な
っ
て
い
っ
た

よ
う
で
す
。
ま
た
、
水
を
か
け
ら
れ
な
い

よ
う
に
す
る
と
い
う
の
は
、
火
災
や
病
気

な
ど
の
厄
除
け
の
意
味
も
あ
る
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
な
正
月
行
事
は
全
国
に
あ
っ

た
よ
う
で
、
県
内
で
も
か
つ
て
は
各
地
に

存
在
し
、
呼
び
名
も
県
北
で
は
「
ホ
ト
ホ

ト
」
で
す
が
、県
中
部
で
は
「
コ
ト
コ
ト
」、

備
中
南
部
で
は「
ゴ
リ
ゴ
リ
」他
に
も「
カ

イ
カ
イ
」「
ト
ラ
ヘ
イ
」
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
家
々
を
回
っ
て
戸
を
た
た
き

食
べ
物
を
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
お
お
む

ね
一
致
し
て
い
ま
す
が
、
餅
や
酒
だ
っ
た

り
、
一
部
の
地
域
で
は
「
カ
ユ
モ
ラ
イ
」

と
い
っ
て
柄
杓
を
持
っ
て
訪
れ
、
家
の
人

に
豆
粥
を
入
れ
て
も
ら
う
地
域
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
対
象
も
子
供
だ
け
で
な
く
青

年
、
厄
年
の
人
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
水
を
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
逃
げ
る

と
い
う
部
分
も
、
物
陰
に
隠
れ
て
顔
を
見

ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
か
、
変
装
し
て

誰
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
さ
ま

ざ
ま
で
す
。

　

写
真
の
ホ
ト
ホ
ト
は
、
羽
出
西
谷
の

方
が
平
成
一
五
年
頃
に
再
現
し
た
も
の

で
、
一
本
の
わ
ら
を
半
分
に
折
っ
て
縄
を

な
い
、
二
〇
㎝
く
ら
い
で
結
ん
だ
も
の
を

二
本
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が

何
を
意
味
す
る
も
の
か
と
い
え
ば
、
新
庄

村
や
津
山
市
の
宮
部
な
ど
で
は
「
銭
ツ
ナ

ギ
」（
銭
綱
）
と
い
わ
れ
、
わ
ら
縄
に
一

文
銭
を
さ
し
て
家
々
を
回
る
と
い
う
風
習

だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
推
測
し
て
、

羽
出
地
区
の
ホ
ト
ホ
ト
も
本
来
は
こ
う
し

た
銭
ツ
ナ
ギ
の
よ
う
な
も
の
で
、
行
事
が

子
供
中
心
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
に
し
た

が
い
、
銭
を
さ
さ
ず
、
わ
ら
の
み
を
持
っ

て
回
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
わ
ら
細
工
も
、
高
梁
市
有
漢
町

で
は
「
コ
ト
コ
ト
馬
」
と
い
う
馬
の
形
に

編
み
上
げ
た
わ
ら
細
工
で
し
た
。

　

現
代
の
感
覚
か
ら
み
れ
ば
前
時
代
的
な

風
習
に
も
思
え
ま
す
が
、
こ
う
し
た
行
事

を
大
切
に
し
て
い
た
時
代
は
、
情
報
も
物

資
も
満
ち
溢あ

ふ

れ
た
豊
か
な
現
代
社
会
に
生

き
る
私
達
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、「
心
の

豊
か
さ
」が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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