
中
国
の
旧
正
月「
春
節
」

第回

昔は帰省、今は海外旅行

　
中
国
で
は
４
０
０
０
年
以

上
も
前
か
ら
旧
暦
の
お
正
月

を
春
節
（
チ
ュ
ン
ジ
ィ
エ
）

と
言
い
、
全
世
界
の
華
人
に

と
っ
て
１
年
で
最
も
重
要
な

祝
祭
日
と
な
り
ま
す
。

　
今
年
の
春
節
は
２
月
５

日
、
そ
の
前
日
の
「
除
夕

（
チ
ュ
ウ
シ
ー
）
」
と
呼
ば

れ
る
大
晦
日
に
あ
た
る
２
月

４
日
か
ら
７
日
間
が
祝
日
の

た
め
、
企
業
や
お
店
の
殆
ど

が
閉
ま
り
人
々
も
こ
ぞ
っ
て

帰
郷
し
ま
す
。
そ
の
た
め
地

方
か
ら
の
出
稼
者
が
多
い
上

海
市
内
は
驚
く
ほ
ど
閑
散
と

し
ま
す
の
で
、
日
本
人
の
私

達
に
と
っ
て
春
節
を
上
海
で

過
ご
す
こ
と
は
少
し
不
便
で

寂
し
く
感
じ
ま
す
。

　
ち
な
み
に
春
節
を
祝
う
国

は
中
国
含
め
、
台
湾
・
ベ
ト

ナ
ム
・
韓
国
等
、
約

地
域

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
中
国
の
幾
つ
か
の

長
期
休
暇
の
中
で
春
節
は
特

に
「
家
族
団
ら
ん
」
が
重
視

さ
れ
、
一
般
的
に
家
族
で
鶏

や
魚
を
食
べ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
広
大
な
中
国
で
は
正

月
料
理
も
地
方
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
例
え
ば
北
部
は

餃
子
、
南
部
は
湯
圓
（
タ
ン

ユ
エ
ン
）
と
い
う
、
甘
い
白

玉
団
子
の
入
っ
た
ス
ー
プ
を

食
べ
る
習
慣
が
あ
っ
た
り
と

様
々
で
す
。

　
そ
し
て
お
祝
い
に
飾
り
付

け
も
さ
れ
、玄
関
に
は「
春
聯

（
シ
ュ
ン
レ
ン
）」と
い
う
赤

黄
金
を
使
っ
た
飾
り
を
付

け
、
夜
に
は
獅
子
舞
が
踊
り

爆
竹
が
盛
大
に
鳴
り
響
き
ま

す
。
も
と
も
と
爆
竹
は
春
節

に
猛
獣
を
払
う

た
め
の
物
で
し

た
が
、
今
で
は

そ
の
年
の
悪
事

を
取
り
払
い
、

新
た
な
気
持
ち

で
新
年
を
迎
え

る
た
め
に
爆
竹

が
鳴
ら
さ
れ
て

い
る
そ
う
で

す
。し
か
し
、近

年
で
は
大
気
汚

染
の
問
題
も
あ

り
爆
竹
を
制
限

す
る
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
家
族
団
ら
ん

が
風
習
だ
っ
た
中
国
の
春
節

も
最
近
で
は
旅
行
に
行
く
人

が
増
え
、
特
に
上
海
や
北
京

な
ど
の
都
市
部
の
富
裕
層
の


～

代
の
若
者
を
中
心

に
、
海
外
ま
で
足
を
伸
ば
す

人
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
帰
省

す
る
と「
結
婚
は
ま
だ
か
？
」

と
両
親
や
親
戚
か
ら
聞
か

れ
、
う
ん
ざ
り
す
る
若
者
も

非
常
に
増
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
に
日
本
同
様
、
昔
な

が
ら
の
風
習
が
徐
々
に
薄

れ
、
核
家
族
化
が
進
み
、
少

子
高
齢
へ
と
連
想
さ
せ
る
事

は
何
処
の
国
も
同
じ
な
の
か

な
と
、
ふ
と
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。


