
ご
あ
い
さ
つ

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
新
年
の
ご
挨

拶
が
遅
れ
ま
し
た
が
、
昨
年

中
は
皆
様
よ
り
宮
行
事
へ
の

ご
理
解
・
ご
支
援
と
ご
寄
進

を
頂
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
本
年
も
相
変
わ
り
ま
せ

ず
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

早
瀧
比
咩
神
社
総
代
役
員

一
同
本
年
も
お
宮
の
維
持
、

管
理
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

昨
年
は
主
要
行
事
で
あ
る

春
祭
り
、
夏
越
祭
、
秋
祭
り
、

七
五
三
祭
な
ど
に
加
え
て
、

昭
和
五
年
に
行
わ
れ
た
本
殿

遷
座
（
せ
ん
ざ
）
と
拝
殿
の

新
築
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た

寄
進
石
碑
の
傾
き
修
復
と
素

戔
嗚
神
社
前
で
崩
落
し
た
石

灯
篭
の
復
元
や
傷
ん
だ
向
拝

の
鈴
紐
交
換
な
ど
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
満
期
を
迎
え
た

火
災
保
険
を
自
然
災
害
に
も

対
応
で
き
る
よ
う
見
直
し
も

行
い
ま
し
た
。

本
年
は
昨
年
か
ら
う
つ
ぎ

原
地
区
よ
り
の
要
望
事
項
で

あ
り
ま
す
荒
（
こ
う
）
神
社

と
牛
頭
（
ご
ず
）
天
王
宮
の

返
却
・
移
設
問
題
の
解
決
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

氏
子
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

支
援
を
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。早

瀧
比
咩
神
社
で
は
元
旦

恒
例
の
歳
旦
祭
が
取
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
昨
秋
の
〆
縄
用

の
新
稲
藁
（
い
な
わ
ら
）
の

入
手
か
ら
始
ま
り
陰
干
し
乾

燥
し
た
の
ち
、
袴
取
り
を
経

て
十
二
月
第
一
日
曜
日
に
役

員
総
出
で
注
連
縄
（
し
め
な

わ
）
作
り
を
行
い
ま
し
た
。

年
末
に
は
向
拝
の
大
〆
縄
を

は
じ
め
す
べ
て
の
お
社
に
飾

り
付
け
を
行
い
ま
し
た
。

新
年
零
時
か
ら
宮
司
を
お

迎
え
し
氏
子
、
役
員
、
及
び

地
区
役
員
一
同
の
出
席
の
元
、

恒
例
の
歳
旦
祭
が
厳
粛
に
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。

歳
旦
祭
は
新
年
を
祝
い
国

の
益
々
の
発
展
を
祈
る
と
と

も
に
、
氏
子
崇
敬
者
と
地
域

社
会
の
平
和
と
繁
栄
を
祈
り

元
旦
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で

す
。早

瀧
比
咩
神
社
境
内
で
は

ご
参
拝
の
皆
様
が
な
ご
や
か

に
新
年
の
祝
詞
を
取
り
交
わ

し
、
お
宮
か
ら
は
お
神
酒
・

甘
酒
や
焼
き
芋
が
振
舞
わ
れ

ま
し
た
。
中
に
は
高
知
県
か

ら
来
宮
さ
れ
た
親
子
さ
ん
が

参
拝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
元

旦
に
は
初
詣
ご
参
拝
に
そ
な

え
本
殿
・
拝
殿
を
開
放
し
て

対
応
致
し
ま
し
た
。

一
月
三
日
午
後
一
時
か
ら

早
瀧
比
咩
神
社
に
て
該
当
す

る
年
齢
に
達
せ
ら
れ
、
希
望

さ
れ
た
七
名
の
皆
様
に
厄
払

い
と
お
祝
い
の
儀
式
が
執
り

行
わ
れ
ま
し
た
。

厄
年
の
年
齢
は
、
人
の
一

生
の
中
で
も
、
体
力
的
、
家

庭
環
境
的
、
或
は
対
社
会
的

に
そ
れ
ぞ
れ
転
機
を
迎
へ
る

時
で
も
あ
り
、
災
厄
が
起
こ

り
や
す
い
時
期
と
し
て
忌
み

慎
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
年

に
当
た
っ
て
は
、
神
様
の
御

加
護
に
よ
り
災
厄
か
ら
身
を

護
る
た
め
、
神
社
に
参
詣
を

し
て
、
災
厄
を
祓
う
厄
祓
い

の
儀
（
厄
除
け
）
が
お
こ
な

わ
れ
ま
す
。

厄
年
の
年
齢
は
「
数
え
年
」

で
数
え
、
地
域
に
よ
っ
て
多

少
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
、
男
性
が
二
十
五
歳
・

四
十
二
歳
・
六
十
一
歳
、
女

性
が
十
九
歳
・
三
十
三
歳
・

三
十
七
歳
な
ど
を
言
い
、
こ

の
年
齢
の
前
後
を
前
厄
・
後

厄
と
称
し
ま
す
。
本
来
、
厄

年
は
長
寿
を
祝
う
還
暦
（
六

十
一
歳
）
、
古
稀
（
七
十
歳
）
、

喜
寿
（
七
十
七
歳
）
、
米
寿

（
八
十
八
歳
）
、
や
白
寿

（
九
十
九
歳
）
な
ど
の
年
祝

い
と
同
じ
く
、
晴
れ
の
年
齢

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
で
は
、
災
難
が
多
く
生

じ
る
面
が
強
調
さ
れ
、
そ
の

禁
忌
の
感
覚
が
強
く
な
り
ま

し
た
が
、
七
五
三
や
成
人
式
、

年
祝
い
な
ど
と
と
も
に
、
人

生
に
お
け
る
通
過
儀
礼
と
し

て
、
大
切
に
考
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
。
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昨
令
和
元
年
11
月
７
日
に
永
井
区
長
殿
よ
り
荒
神
社
返
却
要
望

書
杔（
氏
子
署
名
簿
付
）
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。
内
容
は
杔永
井

う
つ
ぎ
原
地
区
に
立
地
す
る
荒
神
社
他
を
早
瀧
比
咩
神
社
に
返
却

し
た
い
と
の
要
望
で
す
。
今
と
な
っ
て
は
詳
し
い
経
緯
を
調
べ
る

方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
神
社
は
文
献
や
石
碑
に
刻
ま

れ
た
文
字
な
ど
か
ら
明
治
30
年
頃
、
当
神
社
か
ら
杔同
地
区
へ
分

社
化
さ
れ
た

荒
（
こ
う
）
神
社
と
牛
頭
（
ご
ず
）
天
王
宮
で
あ

る
と
推
察
で
き
ま
す
。
要
望
を
受
け
神
社
役
員
に
て
そ
の
取
扱
い

を
検
討
中
で
す
。
原
則
的
に
出
所
が
当
神
社
な
の
で
受
け
入
れ
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
い
ま
す
が
、
返
却
移
転
に
は
そ

れ
な
り
の
手
順
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
多
額
の
移
転
費
用
が
掛

か
る
と
予
想
で
き
ま
す
。
現
在
複
数
の
業
者
に
見
積
を
お
願
い
し

て
い
る
段
階
で
す
が
、
当
神
社
が
こ
れ
ら
分
社
の
返
還
要
求
を
し

た
の
で
は
な
く
、
要
望
さ
れ
た
側
で
あ
り
、
移
転
費
用
の
殆
ど
は

永
井
地
区
に
持
っ
て
貰
う
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
氏
子
の

皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
こ
の
要
望
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の

が
良
い
の
か
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

荒
神
社
返
却
要
望
を
受
け
て

あ
と
が
き

毎
月
最
終
日
曜
日
に
は
氏

子
の
皆
様
の
ご
協
力
で
お
宮

掃
除
の
奉
仕
を
頂
き
、
景
観

が
保
た
れ
て
い
て
当
地
区
は

勿
論
、
他
地
区
か
ら
の
来
宮

者
よ
り
も
称
賛
の
声
が
届
い

て
い
ま
す
。
こ
の
度
永
井
地

区
か
ら
人
手
不
足
の
理
由
か

ら
荒
神
社
移
転
要
望
を
受
け
、

苦
慮
し
て
い
ま
す
。
う
つ
ぎ

原
地
区
の
氏
子
の
皆
さ
ん
に

は
な
ん
と
か
頑
張
っ
て
い
た

だ
き
、
お
守
り
を
続
け
て
下

さ
る
の
を
希
望
し
て
い
ま
す
。

ど
の
地
区
も
少
子
高
齢
化
の

波
を
止
め
る
の
は
難
し
く
現

在
生
活
さ
れ
て
る
皆
さ
ん
で

で
き
る
こ
と
を
協
力
し
て
行

う
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
て

い
ま
す
。
（
編
集
子
）

歳
旦
祭

厄
払
い
と
お
祝
い
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