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今
年
の
正
月
二
日
、
私
は
新
年
恒
例
の

一
般
参
賀
の
列
の
中
に
ゐ
た
。
空
気
は
冷

た
か
っ
た
が
陽
の
光
は
暖
か
か
っ
た
。
二

時
間
ほ
ど
並
ん
で
宮
殿
「
長
和
殿
」
の
前

に
立
ち
、
あ
と
三
十
分
後
の
お
出
ま
し

を
お
待
ち
し
て
ゐ
る
と
、
三
十
分
早
ま
る

と
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
あ
り
、
一
斉
に
「
お

お
ー
」
と
い
ふ
歓
声
が
上
が
っ
た
。
や
が

て
天
皇
陛
下
、
皇
后
陛
下
、
皇
太
子
同
妃

両
殿
下
の
順
に
、
さ
ら
に
は
宮
様
方
が
続

き
、
お
揃
ひ
で
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
た
。

陛
下
の
「
お
言
葉
」
が
終
る
と
、
日
の

丸
の
小
旗
が
う
ち
振
ら
れ
、
天
皇
陛
下
万

歳
の
声
が
湧
き
上
が
っ
た
。
僅
か
五
分
ほ

ど
の
時
間
が
、
私
に
は
ゆ
っ
く
り
と
感
じ

ら
れ
た
。
陛
下
と
皇
太
子
殿
下
の
並
ば
れ

た
お
姿
を
拝
し
た
時
、
何
故
か
、
悠
久
の

昔
の
「
国
見
」
の
こ
と
が
思
ひ
起
さ
れ
た
。

「
国
見
」
と
は
仁
徳
天
皇
の
「
民
の
竈か
ま
ど」

の
逸
話
で
知
ら
れ
る
や
う
に
、
天
皇
や
地

方
の
長を
さ

が
高
所
か
ら
国
の
地
勢
や
人
々
の

生
活
ぶ
り
を
望
み
見
る
こ
と
だ
が
、
民
俗

学
者
で
歌
人
の
折
口
信
夫
は
「
国
見
」
の

行
事
に
つ
い
て
、
単
に
天
子
が
国
々
を

巡
視
す
る
意
味
で
は
な
く
「
其
効
果
が
土

地
・
人
間
の
上
に
及
ん
で
そ
の
年
は
祝
福

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
萬
葉
集
講
義
）
と

そ
の
意
味
を
説
い
て
ゐ
る
。
ま
た
漢
文
学

者
の
白
川
静
は
「
古
代
に
お
い
て
は
『
見

る
』
と
い
ふ
行
為
が
す
で
に
た
だ
な
ら
ぬ

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
者

と
の
内
的
交
渉
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し

た
」（『
初
期
万
葉
論
』）と
論
じ
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
、
遠
い
昔
を
思
ひ
起
す
や
う

に
私
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
、
常
に
国
民
の

安
寧
と
幸
せ
を
祈
ら
れ
る
陛
下
の
お
心
に
、

畏
れ
多
く
も
私
の
心
が
感
応
し
た
か
ら
で

あ
り
、
陛
下
と
殿
下
が
並
び
立
た
れ
る
お

姿
を
仰
い
だ
時
に
、
陛
下
の
大
御
心
は
次

の
天
皇
に
し
っ
か
り
と
引
継
が
れ
る
に
違

ひ
な
い
と
の
思
ひ
が
私
の
内
奥
か
ら
自
づ

と
湧
い
て
来
た
か
ら
だ
と
思
ふ
。

報
道
に
よ
れ
ば
、
当
初
参
賀
は
六
回
を

予
定
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
両
陛
下
が
六
回
目

っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、
お
元
気
で
〉。
寶
あ
ま
つ

祚
ひ
つ
ぎ

（
皇
位
）
の
隆さ
か

え
ま
さ
む
こ
と
、
當
に
天あ
め

壌つ
ち

と
窮き
は
まり

無
け
む
〈
永
遠
に
続
く
〉」。

恐
ら
く
新
天
皇
は
遠
く
天
照
大
神
か
ら

の
お
励
ま
し
の
み
声
を
お
聴
き
に
な
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
、
初
代
神
武
天
皇
の
即
位

の
際
の
「
橿か
し

原は
ら

建け
ん

都と

の
詔
」
を
も
お
聴
き

に
な
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

「
苟い
や
し

く
も
民
お
ほ
み
た
か
らに

利か
が

有
ら
ば
、
何
ぞ
聖ひ
じ
り

の

造わ
ざ

に
妨た
が

は
む
〈
宝
で
あ
る
民
に
幸
を
与
へ

る
こ
と
な
ら
ば
そ
れ
は
神
々
の
意
志
に
沿
ふ

も
の
で
あ
る
〉。─
中
略
─
上か
み

は
乾
あ
ま
つ

霊か
み

の
国

を
授
け
た
ま
ひ
し
徳
み
う
つ
く
し
びに

答
へ
、
下し
も

は

皇す
め

孫み
ま

の
正
た
だ
し
き
み
ちを

養
ひ
た
ま
ひ
し
心
み
こ
こ
ろを

弘
め

む
〈
天
つ
神
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
德
に

励
み
務
め
、
皇
孫
邇
邇
藝
命
の
承
け
継
い
で

来
た
正
し
い
道
を
人
々
に
弘
め
て
ゆ
か
う
〉」。

私
は
歴
代
の
天
皇
方
が
国
民
と
休
き
ゅ
う

戚せ
き

（
喜
び
悲
し
み
）
を
同
じ
く
さ
れ
よ
う
と
お

務
め
に
な
ら
れ
る
お
心
の
基も
と
ゐが

、
こ
こ
に

あ
る
と
改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。

天
皇
は
、
折
々
の
「
神
祭
り
」
を
通
し

て
ご
祖
先
の
神
々
と
対
面
さ
れ
て
、
遙
か

建
国
の
理
想
に
立
ち
帰
ら
れ
る
ご
存
在
で

あ
る
と
思
ふ
。

父
方
の
系
譜
を
遡
れ
ば
神
武
天
皇
に
辿

り
着
く
と
い
ふ
男
系
に
よ
る
皇
位
継
承
こ

そ
日
本
の
伝
統
だ
が
、
今
後
と
も
永
く
皇

位
が
続
い
て
ゆ
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い

か
。
御
代
替
り
に
際
会
し
た
い
ま
、
日
本

人
が
真
剣
に
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ

る
。　　
　
（（
株
）Ｉ
Ｈ
Ｉ
エ
ア
ロ
ス
ペ
ー
ス
）
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の
途
中
で
、
そ
れ
に
間
に
合
は
ず
に
猶
も

門
か
ら
入
っ
て
く
る
参
賀
者
が
ゐ
る
こ
と

に
気
付
か
れ
て
、
七
回
目
を
提
案
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
有
難
い
思

し
召
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
参
賀
者
は

平
成
に
な
っ
て
最
多
の
十
五
万
四
千
八
百

人
に
上
っ
た
と
い
ふ
。

さ
て
、
御
代
替
り
に
伴
ひ
新
天
皇
が

最
初
に
な
さ
る
毎
秋
の
新
嘗
祭
を
「
大
嘗

祭
」
と
い
ふ
。
新
嘗
祭
は
皇
居
の
神
嘉

殿
で
営
ま
れ
る
が
、
一
世
一
度
の
「
大

嘗
祭
」
で
は
、「
悠ゆ

紀き

殿
」
と
「
主す

基き

殿
」

の
両
殿
が
設
け
ら
れ
る
（
大
嘗
宮
）。
そ
れ

ぞ
れ
の
祭
場
で
、
皇
祖
神
で
あ
る
天
照
大

神
と
天て
ん

神じ
ん

地ち

祇ぎ

（
天
地
の
神
々
）
に
、
新

穀
を
お
供
へ
し
、
御お

告つ
げ

文ぶ
み

を
奏
し
て
、
天

皇
親
ら
新
穀
を
食
さ
れ
る
。
収
穫
に
感
謝

し
つ
つ
、
国
の
安
寧
と
五
穀
豊
穣
を
祈
ら

れ
る
祭
祀
で
あ
っ
て
、
陛
下
御
一
人
の
み

が
お
仕
へ
に
な
る
神
聖
な
祭
り
で
あ
る
。

こ
の
天
皇
に
よ
る
祭
祀
の
継
承
こ
そ
天
皇

の
権
威
が
生
れ
く
る
源
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

畏
れ
な
が
ら
も
想
像
す
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
天
皇
は
全
身

全
霊
を
以
て
、
皇
祖
天
照
大
神
と
魂
の
交

信
を
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

ま
づ
、
天
照
大
神
が
皇
孫
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊
み
こ
と

を
地
上
に
お
降
し
に
な
り
国
土
を
治
め
よ

と
御
命
令
さ
れ
る
「
天て
ん

壌じ
よ
う

無む

窮き
ゆ
うの
神し
ん

勅ち
よ
く」

が
あ
る
。

「
葦
原
の
千ち
い
ほ
あ
き
の

五
百
秋
瑞み
づ

穂ほ

の
国
は
、
是
、

吾
が
子う
み

孫の
こ

の
王き
み

た
る
べ
き
地く
に

な
り　

爾
い
ま
し

皇す
め

孫み
ま

、
就い

で
ま
し
て
治し
ら

せ
。
行さ
き
く
ま
せ矣〈

行

  

御
代
替
り
に
思
ふ

　
　
　—

「
国
見
」と
「
神
祭
り
」—
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彦


