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江
戸
時
代
の
年
末
大
売
り
出
し

　
十
二
月
に
入
る
と
街
は
ク
リ
ス
マ
ス
商
戦
、
年
末

大
売
り
出
し
で
賑に
ぎ
わ
い
だ
し
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
は

と
も
か
く
、
年
末
の
売
り
出
し
は
、
も
と
も
と
は
正

月
と
い
う
重
要
な
年
中
行
事
と
密
接
に
関
係
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
年
末
大
売
り
出
し
を
「
歳
の

市
」
と
も
言
う
の
は
、
歳
の
始
め
に
行
う
行
事
に
必

要
な
物
を
取
り
揃
え
る
た
め
の｢

市｣

と
い
う
意
味

合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
仙
台
の
年
末
大
売
り
出
し
も
、戦
前
は
「
歳
の
市
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
遡
さ
か
の
ぼる
と
、
江
戸
時

代
の
仙
台
城
下
で
は
、「
歳
の
市
」
は
芭
蕉
の
辻
を

中
心
に
奥
州
街
道
沿
い
の
国
分
町
と
そ
れ
に
直
交
す

る
大
町
周
辺
に
限
っ
て
行
わ
れ
、「
仲な
か

（
中
）
見み

せ世
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
当
時
、
仙
台
城
下
の

国
分
町
や
大
町
の
道
路
に
は
四
谷
用
水
が
流
れ
て
お

り
、「
中な
か
ぜ
き堰

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。｢

歳
の
市｣

の
仮
設
店
舗(

＝
見
世
＝
店)

は
こ
の
中
堰
を
ま
た

い
で
作
ら
れ
た
の
で
、「
仲
見
世
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
仲
見
世
は
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
大お
お
み
そ
か

晦
日
ま

で
開
か
れ
、
城
下
だ
け
で
な
く
、
近
隣
の
村
々
か
ら

も
大
勢
の
人
出
が
あ
り
、
余
り
の
人
ご
み
で
時
に
は

負
傷
者
も
出
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ

で
は
、
正
月
用
の
道
具
や
飾
り
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、

骨こ
っ
と
う董

品
、
瀬
戸
物
、
子
供
向
け
の
玩
具
な
ど
も
売
ら

れ
ま
し
た
。
最
近
、
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
「
青
い
色

の
達だ

る
ま磨

」
と
話
題
に
な
っ
た
松
川
達
磨
も
、
仲
見
世

で
売
ら
れ
た
正
月
の
縁
起
物
だ
っ
た
の
で
す
。

年
に
二
回
開
か
れ
た
歳
の
市

　
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
武
家
屋

敷
街
だ
っ
た
東
一
番
丁
が
新
し
く
繁
華
街
に
な
る
と
、

歳
の
市
が
開
か
れ
る
場
所
も
明
治
十
（
一
八
七
七
）

年
頃
に
は
東
一
番
丁
に
移
り
、
さ
ら
に
明
治
二
十
一

年
に
は
南
町
通
に
移
っ
て
い
ま
す
。
場
所
は
移
っ
て

も
、
縁
起
物
な
ど
を
売
る
店
や
、
人
形
・
か
ら
く
り

な
ど
の
見み
せ
も
の
ご
や

世
物
小
屋
が
立
ち
並
ぶ
賑
わ
い
は
変
わ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
次
第
に
「
仲
見
世
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
ろ
人
々
の
生
活
の
上
で
あ
る

大
き
な
変
化
が
起
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
旧
暦
と
新
暦

の
併
存
で
す
。
明
治
政
府
は
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て

い
た
太
陰
太
陽
暦
（
＝
旧
暦
）
か
ら
西
洋
の
暦
（
太

陽
暦
＝
新
暦
）
に
変
更
す
る
こ
と
に
し
、
明
治
五
年

十
二
月
二
日
を
明
治
六
年
一
月
一
日
と
し
ま
し
た
。

以
後
、
公
的
な
行
事
は
こ
の
新
暦
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
が
、
人
々
の
生
活
は
依
然
と
し
て

旧
暦
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
歳
の

市
も
新
暦
と
旧
暦
の
二
回
開
催
さ
れ
る
と
い
う
事
態

に
な
っ
た
の
で
す
。
歳
の
市
だ
け
で
な
く
、
元
朝
参

り
（
初
詣
）
な
ど
の
正
月
行
事
も
新
暦
と
旧
暦
の
二

回
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
戦
前
ま
で
は
ご
く
普

通
だ
っ
た
の
で
す
。

仲
見
世
の
創
設
者

　
こ
の
よ
う
な
仙
台
の
歳
の
市
＝
仲
見
世
の
歴
史
を

振
り
返
る
時
、
一
人
の
人
物
に
行
き
当
た
り
ま
す
。

大
町
の
有
力
町
人
だ
っ
た
只
野
利
右
衛
門
で
す
。

　

只
野
家
は
伊
達
家
譜
代
の
家
臣
で
、
永
禄
年
間

（
一
五
五
八
〜
七
〇
）
に
は
米
沢
城
下
大
町
の
肝
入

と
い
う
町
役
人
の
職
に
就
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後

も
政
宗
に
従
っ
て
、
岩
出
山
か
ら
仙
台
に
移
り
、
大

町
三
四
五
丁
目
の
肝
入
と
し
て
、
以
前
に
ご
紹
介
し

た
検
断
の
青
山
家
と
共
に
幕
末
ま
で
代
々
、
町
の
運

営
に
当
た
っ
た
家
柄
で
し
た
。

　
こ
の
只
野
家
の
二
代
目
で
仙
台
に
移
住
し
て
き
た

時
の
当
主
で
あ
っ
た
小こ

え

も

ん

右
衛
門
は
、
大
町
の
肝
入
に

任
じ
ら
れ
た
際
に
、
当
時
「
生い
け
す
ば
ら

巣
原
」
と
称
さ
れ
て

い
た
宮
城
野
原
に
畑
を
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
小
右
衛
門
は
こ
れ
を
藩
に
返
上
し
た
の
で
す
。

そ
の
代
わ
り
小
右
衛
門
は
、
毎
年
十
二
月
二
十
五
日

か
ら
大
町
な
ど
で
仲
見
世
を
開
く
こ
と
と
、
そ
こ
に

出
店
し
た
者
か
ら
テ
ナ
ン
ト
料
を
徴
収
し
て
自
分
の

収
入
と
す
る
許
可
を
藩
か
ら
得
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
仲
見
世
は
、
只
野
家
の
管
理
下

で
江
戸
時
代
を

通
じ
て
大
賑
わ

い
を
続
け
た
の

で
す
。
自
分
の

収
入
と
町
の
繁

盛
を
両
立
さ
せ

た
只
野
小
右
衛

門
は
、
実
に
先

見
性
の
あ
る
人

物
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
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　「
只
野
小
右
衛
門
」

大勢の人でごったがえす仙台の歳の市。
大正１２（１９２３）年１２月撮影（仙台市歴史民俗資料館所蔵）


