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正
月
休
み
の
後
に
ま
た
正
月

お
正
月
の
に
ぎ
わ
い
が
ひ
と
段
落
し
、

「
正
月
ぼ
け
で
…
…
」
と
言
い
訳
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
こ
ろ
、
華
人
た
ち
の
あ
い

だ
で
は
、「
そ
ろ
そ
ろ
…
…
」
と
新
年
の
準

備
が
本
格
的
に
始
ま
る
。
春
節
（
し
ゅ
ん
せ

つ
）
だ
。
春
節
と
は
陰
暦
（
旧
暦
）
の
新
年

で
、
中
国
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
華
人
た

ち
が
暮
ら
し
て
い
る
世
界
各
地
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
は
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
赤
や
金
を

基
調
と
し
た
飾
り
物
で
華
や
か
に
な
る
。

春
節
は
陰
暦
の
祝
日
で
あ
る
た
め
、
年

に
よ
っ
て
は
陽
暦
（
新
暦
）
の
一
月
に
な
る

こ
と
も
、
二
月
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
今

年
の
春
節
は
、
陽
暦
の
一
月
二
三
日
、
し
か

も
龍
年
だ
。
皇
帝
の
象
徴
で
も
ご
存
知
の

と
お
り
、
龍
は
吉
祥
を
呼
ぶ
神
獣
と
し
て

華
人
に
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
て
い
る
。
き
っ
と

今
ご
ろ
、
今
年
一
年
の
安
泰
と
発
展
を
願
っ

て
、
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
で
は
「
昇
り
龍
」
が

姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

春
節
の
願
掛
け

華
人
た
ち
は
春
節
に
な
る
と
、「
拝バ

イ
ニ
ェ
ン年
」

と
い
っ
て
親
戚
友
人
の
と
こ
ろ
へ
新
年
の
挨

拶
に
赴
く
。
そ
の
際
、
子
ど
も
た
ち
が
楽

し
み
な
の
は
「
紅ホ

ン
パ
オ包
」、
つ
ま
り
お
年
玉
だ
。

通
常
、
紅
包
と
い
う
赤
い
お
年
玉
袋
に
は

金
箔
で
送
り
主
の
苗
字
が
記
さ
れ
て
い
た
り
、

き
ら
び
や
か
な
中
国
の
年
画
が
印
刷
さ
れ

て
い
た
り
す
る
。
芳か

ぐ
わ

し
い
香
り
の
す
る
も
の

も
あ
る
。

華
人
の
家
の
な
か
も
、
新
し
い
一
年
の
幸

福
を
願
っ
て
玄
関
の
両
脇
や
ド
ア
な
ど
に
新

し
い
「
春

チ
ェ
ン
リ
ェ
ン
聯
」
や
年
画
が
貼
ら
れ
る
。
最
近
、

市
販
さ
れ
て
い
る
春
聯
は
赤
い
紙
に
金き

ん
ぱ
く箔
で

印
字
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
自
家
で
書
く

こ
と
も
あ
る
。
幼
い
こ
ろ
、
我
が
家
で
は
父

が
毎
年
春
聯
を
書
い
て
く
れ
た
。
な
か
で
も
、

財
宝
を
招
き
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
招ザ

オ

財ツ
ァ
イ

進ジ
ン
バ
オ寶

」
の
四
文
字
の
辺
や
つ
く
り
を
合
体

さ
せ
一
文
字
に
似
せ
て
書
か
れ
た
字
に
、
幼

か
っ
た
わ
た
し
は
深
く
感
動
し
自
分
も
真
似

て
書
い
た
。
書
き
な
が
ら
新
し
い
一
年
へ
の
期

待
が
膨
ら
ん
だ
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。

ま
た
、
春
聯
で
必
ず
用
意
さ
れ
る
「
春
」
や

「
福
」
の
字
だ
が
、
文
字
を
上
下
逆
さ
に
し
て

貼
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
中
国
語

（
北
京
語
）
で
逆
さ
を
意
味
す
る
「
倒ダ

オ

」
と
、

到
来
・
到
着
を
意
味
す
る
「
到ダ

オ

」
の
音
を

引
っ
か
け
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
逆
さ

に
貼
る
こ
と
で
春
が
や
っ
て
く
る
、
福
が
到

来
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
の
だ
。

春
節
に
お
け
る
こ
う
し
た
漢
字
の
遊
び

は
食
文
化
に
も
多
い
。
年
越
し
に
は
魚
や

餃
子
、
お
餅
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
ご
ち
そ
う

を
用
意
し
、
親
戚
家
族
で
団だ

ん
ら
ん欒
の
ひ
と
時

を
過
ご
す
。
地
方
に
よ
っ
て
差
異
こ
そ
あ
る

が
春
節
に
魚
を
食
べ
る
の
は
、
中
国
語
の

「
年ニ

ェ
ン
ニ
ェ
ン
ヨ
ウ
ユ
ー

々
有
余
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
派
生
し

て
い
る
。
毎
年
の
蓄
え
が
余
る
こ
と
の
願
掛

け
と
し
て
「
余ユ

ー

」
と
同
じ
発
音
で
あ
る

「
魚ユ

ー

」
を
食
べ
る
の
だ
。
ま
た
、
お
餅
を
中

国
語
で
「
年ニ

ェ
ン
ガ
オ糕

」
と
い
う
が
、「
糕ガ

オ

」
と

「
高ガ

オ

」
が
同
じ
発
音
で
あ
り
、
新
年
に
お
餅

を
食
べ
る
と
そ
の
年
は
成
長
（
昇
進
）
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
広
東
系
の
家
で

春
節
に
「
髪フ

ァ
ツ
ァ
イ菜
」
を
使
っ
た
料
理
が
好
ま

れ
る
の
は
、
広
東
語
の
発
音
で
「
髪

フ
ァ
ッ
チ
オ
イ
菜
」
と

「
発

フ
ァ
ッ
チ
オ
イ

財
（
財
が
成
る
）」
が
同
じ
た
め
だ
。
ま

た
、
春
節
に
み
か
ん
を
食
べ
た
り
、
金き

ん
か
ん柑
の

木
を
飾
る
の
は
、
広
東
語
で
み
か
ん
の
発
音

と
「
吉
」
の
発
音
が
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

複
数
の
暦
の
文
化
を
楽
し
む

華
人
の
暮
ら
し
に
は
、
い
つ
も
ふ
た
つ
の

暦
に
基
づ
く
文
化
が
息
づ
い
て
い
る
。
ひ
と

つ
は
陽
暦
の
暮
ら
し
。
太
陽
暦
（
グ
レ
ゴ
リ

オ
暦
）
を
基
に
し
て
い
る
日
本
で
も
お
な
じ

み
の
時
間
だ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
陰
暦
の
暮

ら
し
。
太
陰
太
陽
暦
で
、
月
の
満
ち
欠
け

と
二
十
四
節
気
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
暦
だ
。

中
国
は
元
来
、
農
業
社
会
で
あ
り
、
人
び

と
は
農
産
物
の
生
産
過
程
の
な
か
で
、
少

し
ず
つ
季
節
と
気
候
の
変
化
の
規
律
を
把

握
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
暦
を
作
っ
た
。
そ

の
た
め
、
陰
暦
は
農
暦
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。

香
港
や
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
華
人
の
多
い
地

域
は
、
西
洋
の
植
民
地
を
経
験
し
て
き
た

た
め
、
陽
暦
に
基
づ
い
た
イ
ベ
ン
ト
と
陰
暦

に
基
づ
い
た
中
国
の
歳
時
の
両
方
を
生
活
に

と
り
入
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
東
南
ア
ジ

ア
の
デ
パ
ー
ト
の
大
き
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、

陽
暦
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
が

飾
ら
れ
る
が
、
一
二
月
二
六
日
に
な
る
と
、

財ツ
ァ
イ
セ
ン
イ
ェ
ー

神
爺
（
財
産
の
守
り
神
）
に
衣
替
え
を

し
春
節
モ
ー
ド
に
な
る
。

春
節
に
な
る
と
、
街
で
は
爆
竹
が
鳴
り

響
き
、
龍
や
獅し

し子
が
練
り
歩
く
。
こ
ん
な

春
節
の
に
ぎ
わ
い
を
、
日
本
の
チ
ャ
イ
ナ
タ

ウ
ン
に
も
定
着
さ
せ
よ
う
と
街
の
店
主
な

ど
が
集
ま
り
「
春
節
祭
」
が
考
案
さ
れ
た
。

横
浜
中
華
街
で
は
一
九
八
六
年
か
ら
、
そ

し
て
翌
一
九
八
七
年
は
神
戸
南
京
町
で
も
、

街
を
あ
げ
て
春
節
を
祝
う
よ
う
に
な
っ
た
。

日
本
に
暮
ら
す
華
人
た
ち
は
、
会
社
や

学
校
な
ど
陽
暦
に
従
っ
た
生
活
を
し
て
い
る

人
が
多
い
た
め
、
春
節
だ
か
ら
と
い
っ
て
休

む
こ
と
は
せ
ず
、
家
族
集
ま
っ
て
食
事
を

す
る
く
ら
い
だ
っ
た
。
ま
し
て
や
今
の
よ
う

に
中
国
の
伝
統
芸
能
を
披
露
し
、
に
ぎ
や

か
に
祝
う
雰
囲
気
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

街
を
あ
げ
て
祝
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
、
今
で
は
、

多
く
の
観
光
客
を
呼
び
寄
せ
る
チ
ャ
イ
ナ

タ
ウ
ン
の
冬
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
華
人
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
人

た
ち
も
春
節
を
楽
し
む
よ
う
に
な
り
、
陰

暦
を
と
お
し
て
異
文
化
理
解
が
深
ま
っ
て

い
る
。
あ
な
た
も
、
来
年
の
春
節
に
は
近

く
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
へ
出
か
け
、
な
に
か

願
掛
け
を
し
て
み
て
は
い
か
が
？

中
国
で
は
、「
新
年
」と
い
え
ば
春
節
を
示
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
る
と
同
時
に
、春
の
到
来
を
も
喜
ぶ
こ
の
日
は
、盛
大
に
、晴
れ
や
か
に
、中
国
を
彩
る
祝
日
だ
。

暦
や
文
化
が
異
な
ろ
う
と
も
、新
年
を
喜
び
、家
族
の
そ
の
一
年
の
安
泰
と
発
展
を
願
う
心
は

い
ず
こ
も
同
じ
に
ち
が
い
な
い
。

中
国
や
世
界
各
地
の
華
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
も
っ
と
も
華
や
ぐ
一
日
を
紹
介
す
る
。

春節に獅子舞をする子どもたち（横浜中華街にて）

サンタクロースの体に財神爺の顔の巨大
モニュメント（シンガポールにて）

二
月

CALENDAR

第

回47

歳
時
世
相
篇

歳
時
世
相
篇

歳
時
世
相
篇

陳チ
ェ
ン

天テ
ィ
エ
ン璽シ　

民
博 

先
端
人
類
科
学
研
究
部

春
の
到
来

春


