
令和 5年 12月足 立 史 談第 670 号

御
寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
の
う
ち
小
正
月

の
道
具
を
紹
介
し
ま
す
。

■
小
正
月
と
は　

小
正
月
と
は
一
月
一
五

日
の
こ
と
で
、
一
月
一
日
の
大
正
月
に
対
し

て
小
正
月
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
日
に
は
一

年
の
豊
作
な
ど
を
願
っ
て
多
く
の
行
事
が

行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
あ
ら
か
じ

め
豊
作
で
あ
る
こ
と
や
、
手
順
や
作
業
が
滞

り
な
く
行
わ
れ
る
様
子
を
模
擬
的
に
行
い
、

五
穀
豊
穣
な
ど
を
願
う
行
事
の
こ
と
を
総

称
し
て
予
祝
行
事
と
呼
び
ま
す
。

　

小
正
月
の
際
に
は
柳
や
ヌ
ル
デ
の
木
を

材
料
に
し
て
儀
礼
に
用
い
る
道
具
が
作
ら

れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
モ
ノ
ツ
ク
リ
と
呼

び
ま
す
。

■
ケ
エ
バ
シ
ラ　

ケ
エ
バ
シ
ラ
と
は
粥
柱

の
意
味
で
、
他
の
地
域
で
は
粥
か
き
棒
や

粥
杖
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
柳
で
で
き
た
箸

を
使
う
地
域
も
あ
り
ま
す
【
写
真
１
】。

　

小
正
月
の
行
事
に
粥
占
（
か
ゆ
う
ら
）

が
あ
り
ま
す
。
粥
占
と
は
小
豆
粥
を
炊
き
、

そ
こ
に
粥
か
き
棒
や
竹
筒
を
挿
し
込
ん
で

か
き
混
ぜ
、
先
に
つ
い
た
米
の
粒
な
ど
か

ら
一
年
の
収
穫
な
ど
を
占
う
行
事
で
す
。

小
豆
粥
は
、
小
豆
の
赤
い
色
に
魔
除
け
の

意
味
が
あ
り
、
無
病
息
災
を
願
っ
て
小
正

月
に
作
ら
れ
る
料
理
で
す
。
ま
た
、
こ
の

日
に
女
性
の
腰
や
尻
を
叩
く
と
子
宝
に
恵

ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

清
少
納
言
の
書
い
た
『
枕
草
子
』
の
第

二
段
に
は
、
一
月
一
五
日
に
女
房
た
ち
が

「
粥
の
木
」
を
持
っ
て
尻
を
叩
き
合
う
さ
ま

が
記
さ
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
の
宮
中
で

　

こ
の
度
、
郷
土
博
物
館
に
品
川
区
に
在

住
の
佐
藤
高
氏
か
ら
、
足
立
区
の
年
中
行

事
に
か
か
わ
る
資
料
を
御
寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

佐
藤
氏
は
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年

生
ま
れ
で
、
大
学
卒
業
後
に
伝
統
芸
能
や

年
中
行
事
の
保
存
や
記
録
、
保
護
な
ど
に

携
わ
り
、
品
川
区
文
化
財
保
護
審
議
会
委

員
な
ど
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。
主
著
に『「
ふ

る
さ
と
東
京
」
江
戸
風
物
誌
』（
朝
文
社
、

一
九
九
五
年
）
な
ど
が
あ
る
方
で
す
。

　

佐
藤
氏
は
東
京
都
で
伝
承
さ
れ
て
き
た

年
中
行
事
が
廃
れ
る
こ
と
を
憂
え
て
昭
和

四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
か
ら
調
査
を
は

じ
め
ま
し
た
。
自
ら
行
事
を
行
っ
て
い
る

家
々
を
訪
ね
、
聞
き
書
き
や
写
真
の
撮
影

を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
調
査
し
た
範
囲
は

東
京
二
十
三
区
と
多
摩
地
区
の
二
十
七
市
、

四
町
、
一
村
に
及
び
（
平
成
の
大
合
併
前
）、

訪
問
し
た
農
家
の
数
は
二
百
軒
以
上
に
な

り
ま
す
（
注
一　
『「
ふ
る
さ
と
東
京
」
民

俗
歳
事
記
』
よ
り
）。

　

調
査
の
成
果
は
『「
ふ
る
さ
と
東
京
」
民

俗
歳
事
記
』（
朝
文
社
、
一
九
九
二
年
）
と

し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
本
は
東
京

都
内
で
一
年
に
行
わ
れ
る
行
事
を
豊
富
な

写
真
と
と
も
に
解
説
す
る
も
の
で
、
現
在

で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
行
事
も
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
寄
贈
さ
れ
た
資

料
は
、
取
材
調
査
の
過
程
で
入
手
し
た
資

料
と
行
事
の
様
子
を
撮
影
さ
れ
た
写
真
な

ど
、
い
ず
れ
も
現
在
で
は
収
集
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
貴
重
な
も
の
で
す
。
今
回
は
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お
り
、販
売
の
様
子
が
わ
か
り
ま
す
【
図
１
】。

■
小
正
月
の
道
具
は
そ
の
年
に
一
回
き
り

し
か
使
用
さ
れ
な
い
消
耗
品
の
た
め
、
な

か
な
か
後
世
に
は
残
り
づ
ら
く
、
貴
重
な

も
の
で
す
。
佐
藤
氏
の
調
査
情
報
と
と
も

に
博
物
館
で
大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　  （
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

れ
ま
す
。

　

寄
贈
さ
れ
た
ケ
ズ
リ
カ
ケ
は
、
当
時
江

戸
川
区
で
ケ
ズ
リ
カ
ケ
を
販
売
し
て
い
た

八
百
屋
の
人
に
佐
藤
氏
が
依
頼
し
て
作
っ

て
も
ら
っ
た
も
の
で
す
【
写
真
３
】。
佐
藤

氏
の
調
査
情
報
に
よ
る
と
、
綾
瀬
の
あ
る

家
で
は
、
江
戸
川
か
ら
ケ
ズ
リ
カ
ケ
を
売

り
に
来
る
人
が
お
り
、
そ
の
人
か
ら
購
入

し
た
ケ
ズ
リ
カ
ケ
を
目
玉
団
子
と
一
緒
に

柳
の
木
に
飾
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ケ
ズ
リ
カ
ケ
な
ど
の
小
正
月
の
道
具
は

農
家
で
自
作
す
る
も
の
で
し
た
。
佐
藤
氏

も
前
述
の
著
作
の
中
で
触
れ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
後
期
に
記
さ
れ
た
『
守
貞
漫
稿
』

と
い
う
風
俗
誌
に
は
、
今
は
自
ら
ケ
ズ
リ

カ
ケ
を
作
る
こ
と
は
な
く
売
り
に
来
る
人

が
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
頃

に
は
既
に
製
作
販
売
す
る
人
が
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　

画
家
の
伊
藤
晴
雨
も
「
け
づ
り
か
け

や
ァ
ー
、
け
づ
り
か
け
ェ
」
と
言
い
な
が

ら
ケ
ズ
リ
カ
ケ
を
売
り
歩
く
人
を
描
い
て

い
ま
す
。
切
り
こ
み
が
入
る
こ
と
で
、
粥

を
掻
き
混
ぜ
た
時
に
よ
り
米
が
付
き
や
す

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

佐
藤
氏
が
取
材
し
た
花
畑
の
家
で
は
、

ケ
エ
バ
シ
ラ
を
小
豆
粥
の
中
に
入
れ
て
、

粥
が
た
く
さ
ん
つ
く
と
米
が
よ
く
穫
れ
る

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
佐
藤
氏
が
撮
影

し
た
写
真
【
写
真
２
】
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
男
性
が
釜
の
中
に
あ
る
粥
に
ケ
エ
バ

シ
ラ
を
ま
と
め
て
入
れ
て
掻
き
回
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、粥
を
炊
く
時
に
四
～
五
寸（
約

一
二
～
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
に
切
っ

た
ヨ
シ
の
茎
を
入
れ
、
炊
き
あ
が
っ
た
時

に
茎
に
入
っ
た
粥
の
量
に
よ
っ
て
吉
凶
を

占
う
家
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
（
注
一
に
同

じ
）。
粥
を
か
き
ま
ぜ
た
ケ
エ
バ
シ
ラ
は
神

棚
や
田
ん
ぼ
の
水
口
な
ど
に
供
え
ら
れ
ま

し
た
。

■
ケ
ズ
リ
カ
ケ　

ケ
ズ
リ
カ
ケ
（
削
り
掛

け
）
と
は
柳
や
ヌ
ル
デ
な
ど
の
木
を
薄
く

削
っ
て
作
ら
れ
た
道
具
で
、

繭
玉
な
ど
と
と
も
に
神
棚
な

ど
に
供
え
ら
れ
ま
す
。

　

繭
玉
と
は
養
蚕
の
成
功
を

祈
っ
て
作
ら
れ
る
、
繭
の
形

を
し
た
米
粉
の
団
子
で
す
。

足
立
区
で
は
四
角
形
の
目
玉

団
子
が
作
ら
れ
て
神
棚
や
大

黒
柱
に
飾
ら
れ
ま
し
た
（
東

京
都
足
立
区
編
『
足
立
の

今
昔
』
一
九
七
九
年
ほ
か
）。

繭
玉
と
い
う
言
葉
が
な
ま
っ

て
目
玉
に
な
っ
た
と
考
え
ら

も
粥
の
木
と
い
う
似
た
道
具
が
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

小
正
月
の
時
に
は
「
成
り
木
責
め
」
と

呼
ば
れ
る
行
事
が
行
わ
れ
る
地
域
も
あ
り

ま
す
。
成
り
木
責
め
は
柿
な
ど
の
果
樹
の

幹
に
刃
物
で
傷
を
付
け
た
り
棒
で
叩
く
な

ど
し
て
「
成
ら
ね
ば
切
る
ぞ
」
と
一
人
が

威
し
文
句
を
唱
え
る
と
、
も
う
一
人
が
「
成

り
ま
す
成
り
ま
す
」
と
言
う
儀
礼
で
、
実

が
た
く
さ
ん
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
こ

の
と
き
に
幹
を
叩
く
棒
と
し
て
粥
か
き
棒

が
使
わ
れ
た
り
、
幹
に
つ
け
た
傷
に
小
豆

粥
を
塗
っ
た
り
す
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
粥
か
き
棒
は
豊
作
や
子

を
授
け
る
呪
力
を
持
つ
道
具
と
し
て
使
わ

れ
た
の
で
す
。

　

寄
贈
さ
れ
た
ケ
エ
バ
シ
ラ
は
ニ
ワ
ト
コ

製
で
、
長
さ
は
三
五
～
四
一
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
で
す
。
持
ち
手
と
な
る
部
分
以
外
は

皮
が
剝
か
れ
、
深
く
切
り
こ
み
が
入
っ
て

（２）

【写真３】ケズリカケ
　　　　（8 ～ 21cm）

【図１】『江戸と東京  風俗野史　四
巻』城北書院、1930 年（国立国
会図書館デジタルコレクション）

【
写
真
２
】　

花
畑
で
の
粥
占
（
佐
藤
高
氏
撮
影
）
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の
山
門
も
こ
の
年
の
建
立
で
す
。

　

水
害
二
ヶ
月
後
の
十
月
に
な
り
、
幕
府
は

中
川
や
綾
瀬
川
な
ど
各
地
の
堤
防
に
つ
い

て
、
肥
後
熊
本
藩
主
・
細
川
宗
孝
に
修
復
を

命
じ
て
堤
防
の
復
旧
が
計
ら
れ
ま
し
た（『
御

触
書
寛
保
集
成
』）。
現
在
、
区
の
東
部
を
な

が
れ
る
中
川
の
土
手
も
、
か
つ
て
は
、
そ
の

一
部
が
元
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
は
、
近
代
以
降
の
堤
防
工
事
が
続

け
ら
れ
、
昔
と
は
変
わ
り
土
手
の
規
模
も

安
全
性
も
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

土
手
は
変
化
し
ま
し
た
が
、
足
立
区
の
風

景
を
代
表
す
る
対
象
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
堤
外
耕
地
と
い
う
地
字
名
が
用

い
ら
れ
ま
し
た
。

　

村
や
町
が
ま
る
ま
る
堤
防
の
外
だ
っ
た

例
も
あ
り
ま
し
た
。
千
住
河
原
町
と
千
住

橋
戸
町
は
、
千
住
に
あ
っ
た
二
重
の
堤
防

―
熊
谷
堤
と
掃
部
堤
―
の
外
側
で
し
た
し
、

宮
城
村
や
小
台
村
も
本
村
部
分
は
同
じ
く

熊
谷
堤（
荒
川
堤
防
）
の
外
側
に
位
置
し
て

い
ま
し
た
。
い
ま
か
ら
考
え
る
と
、
か
な

り
不
思
議
な
光
景
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
町

や
村
の
屋
敷
地
が
あ
る
と
こ
ろ
は
微
高
地

（
小
高
い
場
所
。
一
～
二
ｍ
ほ
ど
）
に
あ
り

ま
し
た
。
冠
水
の
危
険
性
が
比
較
的
少
な

か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
な
に
よ
り
堤
防
自

体
が
二
ｍ
も
な
い
の
で
す
か

ら
堤
防
と
同
じ
高
さ
で
あ
れ

ば
、
土
手
の
外
側
で
も
内
側

で
も
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

■
洪
水
の
影
響　
寛
保
二（
一 

七
四
二
）
年
八
月
、
関
東
で

は
大
雨
が
続
き
、
葛
西
領（
葛

飾
区
・
江
戸
川
区
）
か
ら
浅

草
ま
で
水
没
し
た
大
水
害
が

お
き
ま
し
た
。
隅
田
川
や
綾

瀬
川
の
土
手
も
切
れ
た
と
記

録
さ
れ
て
い
ま
す（『
武
江
年

表
』
等
）。

　

水
害
と
の
関
係
は
未
詳
で

す
が
、
鹿
浜
村
の
宝
蔵
寺
は
、

こ
の
年
に
堤
外
か
ら
現
在
地

（
現
鹿
浜
三
丁
目
）
に
移
転
し

て
お
り
、
本
木
村
の
吉
祥
院

置
―
墨
堤
通
り
と
旧
綾
瀬
川
が
交
差
す
る

地
点
―
に
架
か
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
注
目
頂
き
た
い
の
は
土
手
で
、
ジ
グ

ザ
グ
と
画
面
下
部
か
ら
綾
瀬
橋
に
向
か
っ

て
伸
び
て
い
ま
す
。
ご
覧
の
通
り
、
江
戸
時

代
の
土
手
は
、
決
し
て
大
規
模
で
は
な
く
、

人
の
身
長
と
同
じ
く
ら
い
で
し
た
。（
一
・

五
～
一
・
八
ｍ
）
程
で
し
た
。
い
ま
と
比
べ

る
と
小
規
模
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
す
。

■
堤
の
外
の
町
や
村　
土
手
は
土
を
盛
り

上
げ
て
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
隅
田

川
―
当
時
は
荒
川
―
沿
岸
で
は
川
か
ら
少

し
内
陸
部
に
土
手
が
築
か
れ
ま
し
た
。
堤

防
と
川
の
間
の
土
地
は「
堤
外
」
と
称
さ
れ
、

　

昔
も
今
も
川
に
囲
ま
れ
た
足
立
区
に
欠

か
せ
な
い
も
の
が
堤
防
で
す
。
河
川
の
増
水

や
洪
水
は
、
歴
史
上
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
ま

し
た
。
左
の
図
１
は
、
江
戸
時
代
の
代
表
的

な
地
誌
、『
江
戸
名
所
図
会
』（
当
館
蔵
）
に

描
か
れ
た
現
在
の
千
住
曙
町
付
近
の
堤
防

の
様
子
で
す
。
図
の
左
側
上
部
に
描
か
れ
た

木
の
橋
は
綾
瀬
橋
で
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
位 

（３）

図２　幕府が肥後熊本藩に修復を命じた中川土手の現状

　
足
立
区
は
四
方
を
川
に
囲
ま
れ
、広
々

と
し
た
平
野
部
に
あ
る
こ
と
が
特
徴
で

す
。
今
回
か
ら
、
足
立
の
歴
史
地
理
に

つ
い
て
の
記
事
を
連
載
し
て
い
き
ま
す
。

図１　江戸期の千住曙町あたりの土手

歴
史
地
理
案
内
①

歴
史
地
理
案
内
①

　
江
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時
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に
築
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と
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あ
り
、
紙
ば
さ
み
を
吊
る
し
、
指
示
書
を

挟
ん
で
上
げ
下
げ
し
た
り
し
て
い
ま
し
た

が
、
晩
年
近
い
昭
和
36
年
頃
に
伝
声
管
が

取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
船
の
エ
ン
ジ
ン

室
に
向
け
、
航
海
士
な
ど
が
筒
状
の
も
の

に
向
か
っ
て
怒
鳴
っ
て
い
る
映
画
シ
ー
ン

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
伝
声
管
と
い
い
、

一
定
の
効
果
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
鉛

筆
や
消
し
ゴ
ム
に
指
示
書
を
巻
き
付
け
輪

ゴ
ム
で
止
め
階
下
に
落
と
し
伝
達
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
と
に
か
く
ア
ナ

ロ
グ
一
色
の
職
場
で
し
た
。

■
蒸
気
使
用
量　

お
お
よ 

そ
１

kwh（
註
）
あ
た
り
、
５
・

５
kg
を
消
費
し
ま
し
た
。
発

電
量
は
設
備
の
老
朽
化
と
相

ま
っ
て
１
台
２
２
０
０
０
kw

が
限
界
だ
っ
た
の
で
、
５
・

５
kg
×
２
２
０
０
０
kw
×
３

台=

３
６
３
ｔ
と
な
り
ま
す

が
、
毎
時
３
６
３
ｔ
の
蒸
気

を
放
出
す
れ
ば
水
は
い
く
ら

あ
っ
て
も
足
り
ま
せ
ん
。
当

然
蒸
気
を
温
水
に
戻
し
て
再

利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
復
水
器
が
必
要
だ
っ
た

の
で
す
。

（
註
）
１

kwh（
キ
ロ
ワ
ッ
ト 

ア
ワ
ー
）
‥
１
kw
の
電
力
を

１
時
間
使
用
し
た
場
合
の
電

力
量
単
位
。

（
元
千
住
火
力
発
電
所
所
員
）

　
　
　
　
　
　
　

   

つ
づ
く

主
機
３
台
を
統
括
制
御
す
る
部
屋
は

な
く
、
す
べ
て
手
作
業
で
し
た
。
そ
し

て
、
運
転
を
監
視
す
る
た
め
の
計
器
盤
が

各
主
機
の
壁
側
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お

り
、
担
当
は
計
器
盤
と
に
ら
め
っ
こ
し
つ

つ
主
機
に
戻
っ
て
は
操
作
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。
タ
ー
ビ
ン
・
発
電
機
室
は
轟
音
で
満

ち
溢
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
２
階
の
主
機

（
タ
ー
ビ
ン
）
担
当
が
大
物
搬
入
口
１
階
の

補
機
担
当
へ
の
指
示
を
大
声
で
怒
鳴
っ
て

も
よ
く
聞
き
取
れ
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば

　

■
タ
ー
ビ
ン（
汽
機
）
タ
ー
ビ
ン
と
は
、
蒸

気
ま
た
は
水
な
ど
を
吹
き
付
け
て
周
囲
の

羽
根
に
受
け
て
回
転
す
る
原
動
機
の
こ
と

を
言
い
ま
す
が
、
発
電
所
本
館
に
は
、
米

国
の
ウ
エ
ス
チ
ン
グ
・
ハ
ウ
ス
社
製
多
段
膨

張
並
行
流
動
タ
ー
ビ
ン
が
軸
方
向
に
３
機

並
び
、
１
号
と
２
号
は
汽
機
が
、
２
号
機

と
３
号
機
は
発
電
機
が
向
か
い
合
わ
せ
に

な
っ
て
い
ま
す
。（
図
１
参
照
）

　

蒸
気
圧
力
は
１
５
・
３
kg
／
㎠
、
蒸
気
温

度
は
３
１
４
℃
、
回
転
数
は
１
５
０
０
rpm

で
、
大
正
期
の
最
新
技
術
が
詰
め
込
ま
れ

た
も
の
で
し
た
。

　

写
真
の
大
き
な
丸
い
操
作
ハ
ン
ド
ル
は

ス
ロ
ッ
ト
ル
弁（
主
蒸
気
止
め
弁
）
で
、
同

期
生
に
よ
る
と
、「
一
階
に
あ
る
ス
チ
ー
ム

レ
シ
ー
バ
ー
か
ら
タ
ー
ビ
ン
へ
の
蒸
気
管

の
最
初
の
メ
イ
ン
バ
ル
ブ
で
、
大
き
な
回

転
ハ
ン
ド
ル
を
３
～
４
人
で
力
を
合
わ
せ

て
開
け
た
。」
と
の
こ
と
。
こ
れ
は
タ
ー
ビ

ン
始
動
前
の
暖
気
と
運
転
に
欠
か
せ
な
い

作
業
で
し
た
。

　

タ
ー
ビ
ン
作
業
員
は
、
主
機
と
補
機
担

当
に
分
か
れ
て
お
り
、
本
館
２
階
の
タ
ー

ビ
ン
を
主
機（
し
ゅ
き
）
と
い
い
ベ
テ
ラ
ン

が
運
転
操
作
を
担
当
し
、
主
機
の
機
能
を

発
揮
さ
せ
る
た
め
の
補
助
機
器（
補
機
）
は

１
階
に
設
置
さ
れ
、
若
手
が
担
当
し
て
い

ま
し
た
。

（４）

  
お
化
け
煙
突
60
年
⑧

【図１】汽機（タービン）・発電機の並び　（色かけしたものが汽機）
　　　２号・３号は汽機が、２号・３号機は発電機が向かいあいとなる。

設
備
と
操
作
員
②

格
和 

宏
典

２号タービン（右）と発電機（左）


