
「
『
旧

正
』
宣

言

」
補

遺

永

積

安

明

一
九

八
三
年

の
正
月
号

「
図
書
」

(
岩
波
書
店
発

行
)

に
、
わ

た
し
は

「
『
旧
正
』
宣
言
」
と
題

し

て

次

の
よ
う
な
雑
文

を
寄
稿

し
た
。
早
く
も
五
年
が
過

ぎ

て
し
ま

っ
た
が
、
そ

の
後
思

い
出

し
て
み
る
と
、

こ
の
巻
頭
随
筆
欄

は
紙
幅
が
狭
く
字
数
も
き

ま

っ
て

い
る
の
で
、
そ

の
と
き
原
文

を
少

々
削

っ
て
し
ま

っ

た
し
、
大
事

な

こ
と
を
言

い
遺

し
て
も

い
る
の
が
気

に
な

っ
て

い
た
。

さ

い
わ

い
機
会

を
与

え
ら
れ
た
の
で
、

そ
の
と
き

割
愛

し
た
文
章
を
復
元
す
る
と
と
も

に
、

そ
の
遺
漏

を
補

っ
て
お
く

こ
と

に
し
よ
う
。
ま
ず

原
文
の
ま
ま

を
復
元
す
る
と
次

の
よ
う

に
な
る
。

「
『
旧
正
』
宣
言

」

年
の
瀬
が
近
づ
く
と
、
郵

便
局
が
赤

い
色

の
年
賀

葉
書
を
売
り
出
し
、
〆
切
り

の
日
を
き

め
て
年
賀
状

を
督
促
す

る
。

い
つ
も
葉
書

は
買

い
お
く
れ
、
〆
切

り

に
せ

つ
か
れ
て
機
械
的

に
年
賀
状

を
書
く

こ
と
に

な
る
。
郵

政
省

の
た
め
に
書

い
て

い
る
よ
う
で
、

め

で
た
く
も
何

と
も
な

い
。
も
う
や
め
よ
う
と
毎
年
思

い
な
が
ら
、
未
だ

に
や
め
て

い
な

い
。
全
く
の
惰

性

で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
お
も
し
ろ
く
な

い
。

日
本
人

は
昔

か
ら
太
陰
暦

で
正
月
を
祝

っ
て
き

た

の
に
、

い

っ
た
い
誰
が
太
陽
暦

に
切
り
換
え

た
の
か

と
思

っ
て
い
た
ら
、

今
般
太
陰
暦
を
廃

し
太
陽
暦
御
頒
布
相
成
候

に

付
、
来

る
十

二
月
三

日
を
以

て
明
治

六
年

一
月

一
日
と
被
定
候
事

(
太
政
官
布
告
第
三
百
三
十

七
号
、
明
治

五
年
十

一
月

九
日
)

と

い
う
明
治

天
皇

政
府

の

「
御

頒
布

」
に
よ
る
の

だ

っ
た
。

明
治

政
府
は
沖
縄
を
は
じ
め
日
本
全
国
の
生
き
の

い
い
方
言
を
抹
殺
し
た
と
同
じ
手

口
で
、
陰

暦
の
五

節
供
も
抹
消

し
た
。
,お
か
げ

で
桃

の
節
供
も
陽
暦

の

三
月
三
日
、
庭

の
桃
の
蕾
は
ほ

こ
ろ
び
も
せ
ず
、
雪

が
降

っ
た
り

す
る
時

期

に
雛
祭

で
あ
る
。

節
は
五
月
五
日

に
し
く
は
な
し
。
.菖
蒲

・
蓬
な

ど

の
か
ほ
り
あ

ひ
た
る
、

い
み
じ
う
を

か
し
。

と
、

『
枕
草
子
』
が

た
た
え
た
端
午

の
節
供
庵
、
太

陽
暦

の
五
月
五
日
で
は
、

「
菖
蒲
∵

蓬

な
ど

の
か
ほ

り
あ
ひ
た
る
」

と
は
ゆ
く

窟

い
。

・

ま
し
て
七
夕
の
節
供

は
梅

雨
中
で
あ
る
。
陰
暦

七

月

に
な
れ
ば
、
よ
う
や
く
秋

の
気
は
通

い
、

空
は
高

く
澄

ん
で
天
の
川
が
さ
や
か

に
見
え
始

め
る
。
牽

牛

・
織
女

の
星

々
が
、
年

に

一
度

の
出
逢

い
を
遂
げ

る

に
ふ
さ
わ

し
い
美

し
い
夜
を
迎

え
る
の
で
あ

る
。

こ

の
な

つ
か
し

い
民
俗
も

明
治
五
年
十

一
月

九

日

以

来
、
破
壊
さ
れ

て
し
ま

っ
た
。
梅
雨
も
明
け

や
ら

ぬ

陽
暦
七
月
七
日

で
は
、
天

の
川
も
見

え
な

い
か
ら

で

あ

る
。

「
文
明
開
花
」

の
国
是

は
、

こ
う
し
て
日
本

人

の
繊
細
な
季
節
感
覚
を
磨
滅

し
尽

し
、
国
民

は
い
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つ
の
問

に
か
ダ

ソ
プ

カ
ー
に
よ
る

「
開
発
」
騒
音

に

も

不
感
症

に
な

る
下
地
を

「
造
成
」
さ
れ

て
し
ま

っ

た
の
だ
。

正
月
も
郵
政
省
規
制

の
年
賀
葉
書

で
、

せ
わ
し
な

い
名
簿
整
理

の
日

に
な
り
さ
が
り
、
め

で
た
く
も
何

と
も
な

い
。
も
う

よ
そ
う
。
今
年

こ
そ
は
官
制

の
〆

切
り
日
な
ど
無
視
し

て
、
賀
状
も
ゆ

っ
く
り
拝
見
、

沖
縄

で
は
ま
だ
広
く
生
き
て

い
る

「
旧
正
」
を
取
り

返
し
、
お
だ
や

か
な
旧
暦
元
旦
を
寿

ぐ

こ
と

に
し
よ

う
。い

ま
、

こ
の
随
想
を
読

み
返
し
て
み
る
と
、
明
治

以
来

の

「
文
明
開
化

」
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
近

ヘ

ヘ

ヘ

へ

代
主
義

的
な
政
策
を
批
判
し
て
、
う

っ
ぷ

ん
を
晴

ら

し
て

い
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ

っ
て
、

い
さ
さ
か
説

得

性

に
乏
し

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

旧
暦
に
伴
う
古
来

の
優
雅

な
民
俗
を
破
壊

し
た
の

は
、
明
治
政
府

の
強
権

に
よ
る

「
近
代

化
」
政
策

で

あ

っ
た
に
相
違

な

い
が
、

こ
の
政
策

を
さ
さ
え
輪

を

か
け
て
推
進

し
た
、

国
民

の
が

わ
に
も
責
任

が
あ

る

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
近

ご
ろ
の
七
夕
祭

り
は
、

わ
が
家

の
孫

娘

た
ち
が
千
代
紙

を
折

り
、

た
と
た
ど

し

い
ク

レ
ヨ

ソ
の
文
字

を
書

き

つ
け
、
庭

の
小
さ
い
笹

の
葉

に
結

び

つ
け
て
遊

ぶ

「
た

な

ば

た

さ
ま
」

の
行
事
と

し

て
、

か
す
か
に
生
き
な
が
ら

え
て
は
い
る
も

の
の
、

大
人

た
ち
の
七
夕
節
供

は
と

い
え
ば
、
町

の
商
店
街

を
あ
げ

て
の
行
事
、
赤

・
青

・
黄

の
ビ

ニ
ー
ル
色
紙

の
派
手

な
ビ
ラ
ビ
ラ
の
垂
れ
流

し
、
さ

て
は
そ

の
年

の
テ

レ
ビ
の
大
河

ド
ラ

マ
と
や
ら

の
主
役

た
ち

の
人

形
飾

り
付
け

で
あ

り
、
町
内

こ
ぞ

っ
て
の
審
査
会
が

あ

っ
て
、
年

々
大
が

か
り
の
出
品
作
が

一
等
賞

・
二

等
賞

を
競

い
合

い
、
牽
牛
織
女

の
逢
う
瀬

に
あ
や
か

る
七
夕
祭

り
と

は
何

の
関
係
も
な

い
。
あ

る
の
は
飾

り
物

を
出
品

し
た
某

々
商
店

の
名
が
そ

の
年

の
話
題

に
な
り
、
町
中

に
広
告
さ
れ

る
と

い
う

こ

と

で

あ

る
。

た
ま
た
ま
時

は
中
元
大
売
出
し

の
季
節
、
商
店

は
い
よ
い
よ
派
手

に
趣
向
を

こ
ら
し

て
競
演
す
る
の

だ
が
、
ゆ

か
し
い
星
祭
り
な
ど
ど
う

で
も

よ
く
、
わ

が
店

の
名
が
町
民

の
間

に
爆
発
的

に
拡
ま

る
こ
と

こ

そ
本
命
な

の
で
あ

る
。

も
と
も
と
本
来

の

「
中
元
」

は
上

・
中

・
下
元

の

中
元

つ
ま

り
旧
暦
七
月
十
五
日

の
節
日

に
あ
た
り
、

太
陽
暦

に
換
算
す

る
と

八
月
下
旬

に
な

る
。

八
月
下

旬

で
は
す

で
に
定
着

し
た
六

・
七
月

か
け

て
の
大
売

り
出

し
の
季
節

に
は
は
ず
れ

て
し
ま

い
、
何

よ
り
大

事
な
商
売

に
な
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
何
し

ろ
経

済
第

一
主
義

で
世
界

に
覇
を
と
な
え
、
ゴ

ッ
ホ
も

セ

ザ
ソ

ヌ
も

マ
ネ
ー
も
ピ

カ
ソ
も
、

お
よ
そ
泰
西

の
名

画
を
買

い
あ
さ
り
、
世
界

の
画
商

を
尻
目

に
掛
け

て

何

十
億

で
も
買

い
ま
く

っ
て
い
る
、
生
き
馬

の
目
を

抜

く
日
本
商
人

の
経
済
大

国
、

七
夕
姫

の
嘆
き
な
ど

問
題

に
も
な
ら
な
い
。

儲

か
り
さ
え
す
れ
ば
よ

い
か
ら
で
あ

る
。

こ
の

こ
と
に

つ
け
て
も
思

い
出
す

の
は
兼

好
法

師

の
言
葉

で
あ

る
。
彼

は
当
時

の

「
大
福
長

者
」

つ
ま

り
大
富
豪

の
言
葉

を

『
徒

然
草

』
の
中
に
書

き
留

め

て

い
る
。

よ
う
つ

人

は
万
を
さ
し
お
き

て
、

ひ
た
ふ
る
に
徳

(所

得

)
を

つ
く

べ
き
な
り
。
貧

し
く
て
は
生
け
る

か
ひ
な
し
。
富

め
る
の
,み
を
人

と
す
。

人
間
何

を
さ
し
置

い
て
も
専

ら
金
を
儲

け
る
べ
き

で
あ
る
。
貧

乏
で
は
生
き
て

い
る
か

い
も
な
い
、

金

持

ち
だ
け
が
人
間

だ
と
断

言
し
て

い
る

こ
の
語
録

こ

そ
は
、
現
代

日
本
人
が
擧

々
服

膺
す
べ

き

生

活

指

針

、
ま
さ

に
最
高

の
箴
言
で
あ
る
だ
ろ
う
。
聡
明

な

兼

好
法
師
は
お
よ
そ
六
百
五
十
年

も
前

に
、
早

く
も

現

代
日
本
人
の
あ

り
よ
う
を
見

と

お

し

て

い
た
の

だ
。
わ
た
し
の

さ

さ
や
か
な

「
『
旧
正
』
宣
言
」
な

ど

、

こ
の
兼

好
の
語

録
に
く
ら
べ
て
も
、

ま

こ
と
に

説
得

性

に
乏
し

い
こ
と
を
改

め
て
自

覚
し
、
随
筆

を

求
め
ら
れ
た

こ
の
機
会

に
、
と
り
あ
え
ず
補

足
す
る

こ
と

に
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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