
８平成１４（2002）.１.１

大
晦
日

お

お

み

そ

か

の
夜
に
、
お
正
月
の

準
備
が
や
っ
と
終
わ
っ
た
ら
、

頭
っ
ぱ
ら
い
を
や
る
の
。
晦
日

み

そ

か

っ
ぱ
ら
い
と
も
言
う
け
ど
。

家
族
が
年
の
順
に
座
る
と

ね
、
父
親
が
頭
っ
ぱ
ら
い
用
の

幣
束

へ
い
そ
く

で
、
小
さ
い
子
か
ら
頭
の

上
を
さ
っ
さ
と
は
ら
っ
て
い
く

の
。
そ
の
年
に
つ
い
た
厄
を
落

と
し
て
、
新
し
い
年
を
お
迎
え

し
よ
う
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
だ

ろ
う
ね
。

家
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
や

り
方
が
あ
っ
て
ね
、
父
親
じ
ゃ

な
く
て
、
一
番
小
さ
い
子
が
や

る
家
も
あ
る
ん
だ
よ
。
め
い
め

い
が
自
分
で
自
分
の
頭
を
は
ら

う
家
も
あ
っ
て
、
幣
束
は
手
渡

し
し
な
い
で
、
わ
ざ
と
足
元
に

落
と
し
て
、
次
の
人
は
そ
れ
を

ひ
ろ
っ
て
自
分
の
頭
を
は
ら
う

ん
だ
。
手
渡
し
す
る
と
前
の
人

の
厄
が
つ
い
ち
ゃ
う
っ
て
言
っ

て
ね
。

は
ら
い
終
わ
っ
た
幣
束
は
、

す
ぐ
外
に
持
っ
て
い
っ
て
、

門
口

か
ど
ぐ
ち

の
地
面
に
差
し
て
お
い
た

の
。
差
し
に
行
く
時
は
、
ど
ん

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
後
ろ
を
振

り
返
っ
た
ら
い
け
な
い
。
振
り

返
る
と
せ
っ
か
く
は
ら
っ
た
厄

が
ま
た
つ
い
て
き
ち
ゃ
う
っ
て

言
っ
て
ね
。

今
で
も
入
り
口
に
幣
束
を
さ

し
て
あ
る
家
を
見
か
け
る
よ

ね
。

こ
の
よ
う
に
し
て
人
々

は
心
待
ち
に
し
て
い
た
お

正
月
を
迎
え
ま
し
た
。

タ
マ
お
ば
あ
さ
ん
の
お

話
、
い
か
が
で
し
た
か
？

け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
ち
っ
と
も

苦
に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
楽
し
み

だ
っ
た
の
。

に
ぎ
や
か
だ
っ
た
よ
。

昔
は
所
沢
や
府
中
へ
も
歩
い

て
行
っ
た
ん
だ
よ
。
遠
か
っ
た

や
が
多
か
っ
た
か
ら
ね
。

府
中
に
は
暮
れ
の
市
が
た
っ

て
ね
、
道
の
両
側
に
露
店
が
ず

ら
り
と
並
ん
で
、
臼
や
杵
、
か

ご
、
着
物
、
い
ろ
ん
な
も
の
が

売
っ
て
て
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
み

ん
な
買
い
に
来
る
か
ら
そ
れ
は

お
正
月
に
は
履
き
物
や
下

着
な
ん
か
も
新
し
い
も
の
を

用
意
す
る
ん
で
、
暮
れ
に
な

る
と
、
毎
年
所
沢
ま
で
買
い

物
に
行
っ
た
よ
。
所
沢
は
古

く
か
ら
の
町
で
、
こ
こ
い
ら

辺
じ
ゃ
一
番
大
き
く
て
、
店

個性ある五人の孫のかたる夢
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か
広
報
広
聴

課
ま
で
、
ど
う
ぞ
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

は る

あ
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

今
年
も
昨
年
に

引
き
続
き
、
タ
マ

お
ば
あ
さ
ん
に
語

っ
て
も
ら
う
形
で

お
正
月
の
準
備
の

話
を
ま
と
め
て
み

ま
し
た
。

府
中
に
大
国
魂
神
社

お
お
く
に
た
ま
じ
ん
じ
ゃ

っ
て
あ

る
で
し
ょ
。
そ
の
神
様
が

八
幡
様

は
ち
ま
ん
さ
ま

に
ず
っ
と
待
た
さ
れ
た

か
ら
、
「
待
つ
（
松
）
は
き
ら

い
」
っ
て
。
だ
か
ら
松
飾
り
は

し
な
い
っ
て
い
う
家
も
あ
る

よ
。

く
か
ら
、
い
い
田
藁

た

わ

ら

（
水
稲
の

藁
）
を
買
っ
て
お
い
た
の
。

一
夜
飾

い

ち

や

か

ざ

り
は
い
け
な
い
と
言

っ
て
、
飾
り
つ
け
は
う
ち
で
は

三
十
日
に
や
っ
て
い
た
よ
。

門
松
は
今
は
ど
こ
で
も
見
か

け
る
け
ど
、
昔
は
飾
る
家
が
少

な
か
っ
た
ね
。

神
棚
を
作
る
家
も
あ
っ
た
け

ど
、
う
ち
じ
ゃ
、
大
神
宮
様
の

神
棚
に
い
っ
し

ょ
に
お
ま
つ
り

し
た
の
。

お
札ふ

だ

や
御
幣

ご

へ

い

は
神
社
か
ら
毎

年
暮
れ
に
な
る

と
届
く
ん
だ
け

ど
、
神
棚
の
し

め
縄
は
跡
取
り

が
家
で
作
っ
た

ん
だ
よ
。
神
棚

の
大
き
さ
に
合

わ
せ
て
ね
。
こ

の

あ

た

り

じ

ゃ
、
田
ん
ぼ
が

な
い
か
ら
、
早

新
年
に
は
毎
年
新
し
い
年
神

様
を
お
迎
え
す
る
ん
だ
よ
。
年

お
正
月
の
餅
は
ね
、
昔
は
ど

こ
の
家
で
も
う
ち
で
つ
い
た
ん

だ
よ
。
も
ち
米
を
一
俵
（
約
60

H
@
）
ぐ
ら
い
は
つ
く
か
ら

ね
、
十
臼う

す

以
上
に
も
な
る
ん
だ

よ
。
自
分
の
う
ち
の
人
だ
け
じ

ゃ
あ
手
が
足
り
な
い
で
し
ょ

う
、
だ
か
ら
近
所
や
親
せ
き
、

何
軒
か
で
手
伝
っ
て
、
何
日
は

ど
こ
の
家
、
次
は
ど
こ
っ
て
、

順
番
に
餅
つ
き
を
し
た
の
。

二
十
九
日
は
九
餅
（
苦
持

ち
）
と
言
っ
て
餅
つ
き
は
し
な

か
っ
た
か
ら
、
二
十
五
日
か
ら

二
十
八
日
ぐ
ら
い
ま
で
が
多
か

っ
た
ね
。

前
の
日
か
ら
、
蔵
に
し
ま
っ

て
あ
っ
た
臼
や
杵き

ね

、
セ
イ
ロ
、

大
釜
な
ん
か
出
し
た
り
、
う
ち

は
外
で
つ
い
た
か
ら
、
カ
マ
ド

を
出
し
た
り
し
て
ね
。
そ
う
そ

う
、
も
ち
米
も
前
の
日
に
は
冷

た
い
水
で
洗
っ
て
、
つ
け
て
お

か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
し
、
そ
り

ゃ
あ
大
忙
し
だ
っ
た
の
。

そ
の
日
の
朝
は
、
暗
い
う
ち

か
ら
大
釜
で
湯
を
沸
か
し
て
、

も
ち
米
を
蒸
し
始
め
る
の
。

蒸
し
あ
が
っ
た
湯
気
の
立
っ

て
い
る
も
ち
米
を
、
大
き
な
臼

に
入
れ
て
、
最
初
は
細
め
の
杵

で
三
人
ぐ
ら
い
で
こ
ね
な
が
ら

つ
き
始
め
る
の
。
仕
上
げ
は
一

人
が
大
き
な
杵
で
つ
く
ん
だ
け

ど
、
一
回
ご
と
に
手
水
を
つ
け

て
「
手
返
し
」
を
し
た
ん
だ
よ
。

つ
き
あ
が
っ
た
お
餅
で
ね
、

ま
ず
お
供
え
（
鏡
餅
）
を
作
っ

た
の
。
た
い
て
い
の
う
ち
は

年

神

様

と

し

が

み

さ

ま

、

大

神

宮

様

だ

い

じ

ご

う

さ

ま

、

荒
神
様

こ
う
じ
ん
さ
ま

、
稲
荷
様

い
な
り
さ
ま

、
そ
の
他

に
も
い
ろ
い
ろ
な
神
様
を
ま

つ
っ
て
い
た
し
、
仏
壇
や
蔵

に
も
供
え
た
か
ら
、
大
き
な

も
の
か
ら
小
さ
な
も
の
ま
で

十
組
ぐ
ら
い
作
っ
た
ん
だ
よ
。

次
に
つ
い
た
餅
は
の
し
台

で
の
ば
し
て
、
の
し
餅
に
す

る
の
。
の
し
餅
は
次
の
日
に

ち
ょ
う
ど
切
れ
る
ぐ
ら
い
の

硬
さ
に
な
る
か
ら
、
四
角
く

食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
切
り

そ
ろ
え
る
ん
だ
よ
。

の
し
餅
を
何
枚
も
作
っ
て

か
ら
、
い
よ
い
よ
楽
し
み
に

し
て
た
辛
味
餅

か

ら

み

も

ち

や
自
在
餅

じ

ざ

い

も

ち

を

作
る
の
。
大
根
お
ろ
し
に
お

醤
油

し
ょ
う
ゆ

を
入
れ
、
つ
き
た
て
の

お
餅
を
ち
ぎ
り
な
が
ら
ど
ん

ど
ん
入
れ
た
の
が
辛
味
餅
で
、

さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
、
い
く

ら
で
も
食
べ
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

あ
ん
こ
を
か
ら
め
た
の
が
自
在

餅
で
、
甘
く
て
本
当
に
お
い
し

か
っ
た
よ
。
昔
は
甘
い
も
の
が

少
な
か
っ
た
か
ら
ね
。
そ
れ
も

お
な
か
い
っ
ぱ
い
食
べ
ら
れ
る

ん
だ
か
ら
、
と
っ
て
も
楽
し
み

だ
っ
た
の
。

自
在
餅
は
、
お
重
に
詰
め
て

手
伝
い
に
来
て
く
れ
た
人
に
持

っ
て
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
親
せ

き
に
届
け
た
り
し
た
の
。

う
ち
で
も
毎
年
、
他
の
家
か

ら
も
ら
っ
た
け
ど
、
あ
ん
こ
の

味
や
、
お
餅
の
柔
ら
か
さ
が
家

ご
と
に
違
う
ん
で
、
そ
れ
も
楽

し
み
だ
っ
た
よ
。
家
に
よ
っ
て

は
大
福
み
た
い
に
あ
ん
を
中
に

包
む
家
も
あ
っ
た
ね
。

今
は
い
つ
で
も
お
餅
を
買
っ

て
食
べ
ら
れ
る
け
ど
、
昔
は
お

正
月
や
ひ
な
ま
つ
り
、
七
五
三

な
ん
か
の
お
祝
い
の
時
し
か
食

べ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、

本
当
に
楽
し
み
だ
っ
た
の
。


