
     
皆
さ
ま
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
は
県
指
定
文
化
財

で
あ
る
府
八
幡
宮
の
楼
門
全
解
体
修
理

工
事
を
無
事
に
終
わ
る
こ
と
が
で
き
、
弊

社
に
と
っ
て
さ
ら
に
成
長
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
大
事
業
で
し
た
。
府
八
幡
宮
の
幡

鎌
繁
宮
司
を
は
じ
め
関
係
者
の
皆
様
に

は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

そ
し
て
一
一
月
に
は
静
岡
浅
間
神
社

の
大
歳
御
祖
神
社
の
屋
根
保
存
修
理
工

事
を
元
請
と
し
て
受
注
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
初
め
て
の
国
指
定
の
重
要
文

化
財
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
修
復
保
存
修
理
工
事
を
通

し
て
先
人
た
ち
の
匠
の
技
を
目
の
当
た

り
に
で
き
る
た
め
大
変
勉
強
に
な
り
、
ま

た
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
の
仕
事
や
社
員
の

技
術
の
向
上
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
昨
年
の
二

月
に
小
学
校
の
開
校
式
で
ミ
ャ
ン
マ
ー

へ
行
っ
た
こ
と
で
す
。
一
一
六
号
で
龍
谷

寺
の
ご
住
職
に
原
稿
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
の
で
、

ご
記
憶
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー

へ
は
初
め
て
行
き
ま
し
た
が
、
ヤ
ン
ゴ
ン
の
車
の

多
さ
と
沢
山
の
人
、
そ
し
て
若
い
人
が
多
く
と
て

も
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
に
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
数
か
所
の
仏
教
寺
院
へ
観
光
に
い
き
ま
し
た

が
、
大
勢
の
老
若
男
女
が
お
参
り
に
き
て
お
り
、

信
仰
心
の
あ
つ
さ
を
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
一
昨
年

の
夏
に
龍
谷
寺
の
ご
住
職
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
小

学
校
建
設
の
話
が
出
た
時
は
、
清
水
の
舞
台
か
ら

飛
び
降
り
る
つ
も
り
で
寄
付
を
し
ま
し
た
が
、
現

地
に
行
っ
て
子
供
た
ち
の
笑
顔
を
見
た
ら
そ
ん
な

気
持
ち
も
吹
き
飛
び
ま
し
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ザ

ヤ
ト
ウ
ガ
小
学
校
の
子
ど
も
達
に
は
、
今
後
も
文

房
具
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
き
た
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
は
学
校
へ
通
え
な
い
子

も
ま
だ
ま
だ
い
る
よ
う
の
な
で
一
日
で
も
早
く
す

べ
て
の
子
ど
も
が
学
校
へ
通
え
る
よ
う
に
祈
る
ば

か
り
で
す
。 

そ
し
て
最
後
に
私
事
で
す
が
社
寺
彫
刻
を
営
ん

で
い
る
我
が
家
の
三
男
が
結
婚
い
た
し
ま
し
た
。

京
都
清
水
寺
貫
主 

森
清
範
猊
下
の
戒
師
の
も
と

見
性
寺
に
て
、
見
性
寺
住
職
の
ご
媒
酌
で
結
婚
式

を
行
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
相
手
は
京
都
で

仏
師
と
し
て
修
業
し
、
伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
持

っ
た
良
き
伴
侶
で
す
。
昨
年
に
は
正
光
寺
様
に
六

面
地
蔵
を
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏
像

の
修
理
な
ど
も
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
仏
像
に

関
し
て
な
に
か
ご
ざ
い
ま
い
し
た
ら
お
気
軽
に
弊

社
ま
で
お
声
を
お
か
け
く
だ
さ
い
。 

今
年
は
皆
様
に
ま
す
ま
す
信
頼
さ
れ
る
会
社
と

な
る
た
め
に
社
員
と
協
力
業
者
の
教
育
の
充
実
に

力
を
い
れ
て
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た

今
年
も
引
き
続
き
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、

一
〇
年
以
上
経
過
し
た
お
客
様
を
対
象
に
順
次
無

料
点
検
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
技
術
の
向
上
と
よ
り
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
を

目
指
し
て
社
員
一
同
頑
張
り
ま
す
の
で
本
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
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迎
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光
珠
寺
様
山
門
の
完
成 

 

浜
松
市
西
区
白
羽
町
の
光
珠
寺
様
（
木
宮
邦

彦
住
職
・
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
で
は
山
門
の
工
事

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
予
定
通
り
一
一

月
に
完
成
い
た
し
ま
し
た
。 

 

駐
車
場
か
ら
参
道
の
入
口
に
作
ら
れ
、
間
口

は
一
間
半
の
九
尺
で
ケ
ヤ
キ
の
丸
柱
の
薬
医
門

に
な
り
ま
す
。
ご
住
職
は
じ
め
総
代
さ
ん
檀
家

の
皆
様
も
完
成
し
た
山
門
を
大
変
喜
ん
で
お
ら

れ
ま
し
た
。 

 

 

平
成
二
七
年
一
二
月
五
・
六
日
に
千
葉
の
幕

張
メ
ッ
セ
で
技
能
五
輪
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
技
能
五
輪
全
国
大
会
は
正
式
に
は
国

際
競
技
大
会
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
大
会
の
目

的
は
参
加
各
国
の
青
年
技
能
者
の
国
際
交
流
・

親
善
を
図
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
大
会
の
起
源

は
一
九
五
〇
年
に
ス
ペ
イ
ン
の
職
業
青
年
団
が

提
唱
し
て
隣
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
間
で
一
二
人

の
選
手
が
技
能
を
競
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、

日
本
は
一
九
六
二
年
の
第
一
一
回
か
ら
参
加
し

て
毎
回
優
秀
な
成
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
全
国

大
会
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
際
大
会

は
二
年
に
一
度
に
な
り
ま
す
。
参
加
年
齢
は
満

二
三
歳
以
下
で
四
五
の
職
種
で
競
技
を
行
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

弊
社
で
も
若
手
教
育
の
一
環
と
し
て
必
ず
参

加
し
て
お
り
、
今
年
も
武
田
大
将
が
静
岡
県
の

代
表
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
〇
月
の
初
め
頃
に
課
題
の
発
表
が
あ
り
、
そ

れ
を
受
け
て
練
習
を
開
始
し
ま
し
た
。
練
習
は

朝
八
時
か
ら
始
め
夜
の
一
一
時
過
ぎ
ま
で
、
大

会
ま
で
の
約
二
か
月
間
必
死
な
っ
て
や
っ
て
い

ま
し
た
。
大
会
は
二
日
間
か
け
て
行
わ
れ
日
本

全
国
か
ら
七
九
名
の
参
加
者
で
競
技
が
行
わ
れ
、

製
図
か
ら
始
ま
り
加
工
・
組
立
と
制
限
時
間
内

に
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。 

「
大
会
の
雰
囲
気
に
飲
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た

が
、
自
分
な
り
に
ま
ず
ま
ず
の
出
来
だ
と
思
っ

た
。
こ
の
二
か
月
間
の
よ
う
に
一
つ
の
こ
と
に

集
中
す
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
い
い
経
験
で

し
た
。
こ
の
経
験
は
こ
れ
か
ら
の
自
分
を
後
押

し
し
て
く
れ
る
と
思
う
。
こ
の
経
験
を
日
々
の

仕
事
の
中
に
生
か
し
て
い
き
た
い
。
」 

               

武
田
大
将
は
入
社
三
年
目
、
九
州
の
熊
本
県

立
球
磨
工
業
高
校
・
伝
統
建
築
専
攻
科
出
身
で

今
は
弊
社
で
修
業
中
で
す
が
、
今
回
こ
の
大
会

を
経
験
し
て
こ
れ
か
ら
一
人
前
の
宮
大
工
に
な

る
と
い
う
覚
悟
を
新
た
に
し
た
よ
う
で
す
。 

光 珠 寺 様 山 門  

技
能
五
輪
全
国
大
会
が
開
催 



「
葬
送
儀
礼
」 

 
 

 
 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
ネ
ッ
ト
で
僧
侶
派
遣
」 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年 

も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。「
年
明
け
か
ら

明
る
い
話
題
を
」
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昨

年
末
に
今
後
の
宗
教
界
を
揺
る
が
す
か
も
し
れ
な

い
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
皆
様
に
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

昨
年
の
一
二
月
八
日
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通

販
会
社
大
手
「
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
（
ア
マ
ゾ
ン
）
」
が
、

通
販
シ
ス
テ
ム
で
僧
侶
の
派
遣
を
始
め
る
と
い
う

発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
名
も
「
お
坊
さ
ん
便
」
。 

ア
マ
ゾ
ン
の
事
を
ご
存
じ
な
い
方
の
為
に
、
簡

単
に
ど
う
い
っ
た
会
社
か
説
明
し
ま
す
と
、
本
社

は
ア
メ
リ
カ
の
シ
ア
ト
ル
に
あ
る
イ
ン
タ
ー
ン
ネ

ッ
ト
通
販
の
会
社
で
、2

0
1
4

年
度
の
日
本
で
の
売

上
高
が
七
九
億
一
二
〇
〇
万
ド
ル
（
そ
の
年
の
為

替
レ
ー
ト
の
平
均
値
一
〇
五
円
で
計
算
す
る
と
、

日
本
円
に
し
て
８
３
０
０
億
円
の
売
上
高
で
す
）
。

扱
っ
て
い
る
商
品
は
、
本
や
家
電
な
ど
か
ら
日
常

生
活
品
な
ど
幅
広
く
、
仏
壇
、
仏
具
や
盆
提
灯
、

数
珠
な
ど
の
取
扱
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
ア
マ
ゾ

ン
の
日
本
法
人
が
ア
マ
ゾ
ン
ジ
ャ
パ
ン
で
す
。 

こ
の
ア
マ
ゾ
ン
ジ
ャ
パ
ン
が
昨
年
末
に
、
お
坊

さ
ん
を
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
注
文
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

を
始
め
ま
し
た
。
ち
な
み
に
菩
提
寺
が
無
い
方
を

対
象
と
し
、
四
十
九
日
法
要
や
一
周
忌
な
ど
の
法

事
に
僧
侶
を
派
遣
し
、
読
経
を
お
こ
な
う
そ
う
で

す
。
派
遣
に
際
し
て
支
払
わ
れ
る
価
格
（
お
布
施
？
）

は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
も
可
能
で
、
三
五
，

〇
〇
〇
円
で
す
。
過
去
に
も
イ
オ
ン
が
葬
儀
の
受

託
や
、
定
額
化
し
た
お
布
施
で
僧
侶
の
派
遣
も
お

こ
な
う
と
発
表
し
、
公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教

会
か
ら
、
越
権
行
為
で
あ
り
宗
教
を
ビ
ジ
ネ
ス
化

し
て
い
る
と
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
ま
さ
に
今
回

も
同
様
の
ケ
ー
ス
で
す
が
、
世
論
の
反
応
は
肯
定

的
な
意
見
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
意
見
と
し
て

「
お
付
き
合
い
の
あ
る
菩
提
寺
が
無
い
」
、
「
お
布

施
の
金
額
が
不
明
瞭
で
あ
る
」
、
「
葬
儀
自
体
に
お

金
を
掛
け
た
く
な
い
」
な
ど
の
理
由
で
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
た
方
が
い
る
よ
う
で
す
。 

逆
に
派
遣
さ
れ
る
側
の
僧
侶
も
「
檀
家
が
減
少

し
、
宗
教
活
動
に
よ
る
収
入
が
減
っ
て
き
て
い
る
」
、

「
元
々
自
分
の
寺
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
葬
儀
に
よ

る
収
入
が
全
て
な
の
で
、
こ
う
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス

は
有
難
い
」
な
ど
と
僧
侶
側
か
ら
の
登
録
も
増
え

て
い
る
そ
う
で
す
。 

お
坊
さ
ん
も
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
で
注
文
す
る
時

代
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
勿
論

そ
う
な
ら
ぬ
よ
う
、
宗
教
界
・
仏
教
界
で
今
後
を

見
据
え
た
、
新
た
な
独
自
の
取
り
組
み
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
本
年
も
弊
社
は
そ
ん
な
ご
寺
院
の

サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
葬
儀
に
よ
る
苦
情
」 

 

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
、
葬
儀

に
お
け
る
苦
情
な
ど
の
相
談
件
数
及
び
事
例
に
つ

い
て
発
表
致
し
ま
し
た
。
平
成
二
六
年
の
死
亡
者

数
は
一
二
七
万
三
〇
〇
四
人
で
、
戦
後
最
多
の
死

亡
者
数
で
し
た
。
こ
の
死
亡
者
数
に
対
し
ま
し
て
、

葬
儀
の
件
数
は
公
正
な
数
字
の
把
握
が
出
来
ず
明

記
で
き
ま
せ
ん
が
、
相
談
件
数
は
七
二
四
件
で
、

こ
の
件
数
は
年
々
増
加
傾
向
で
す
。
最
近
の
葬
儀

の
傾
向
は
、
直
送
、
家
族
葬
な
ど
の
よ
う
に
、
時

間
と
費
用
を
か
け
ず
に
済
ま
す
方
が
多
い
よ
う
で

す
。
そ
の
中
で
本
来
は
故
人
を
見
送
り
た
い
方
（
親

戚
や
親
し
い
友
人
）
な
ど
に
知
ら
せ
ず
に
葬
儀
を

済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
り
、
逆
に
少
人
数
で
予
定
し

て
い
た
の
に
、
大
勢
の
参
列
者
が
訪
れ
て
、
追
加

料
金
で
高
額
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
言
っ
た
ト

ラ
ブ
ル
も
多
く
、
何
が
葬
儀
に
本
当
に
必
要
な
の

か
熟
慮
す
る
ま
も
な
く
、
契
約
を
し
て
し
ま
っ
た

が
為
に
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
事
例
が
多
い
よ
う
で
す
。

こ
ん
な
話
を
、
あ
る
寺
院
住
職
に
お
話
し
た
と
こ

ろ
、「
最
初
に
菩
提
寺
も
し
く
は
、
知
り
合
い
の
僧

侶
に
相
談
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
う
な
ら
ず
に
済
ん

だ
か
も
し
れ
な
い
の
に
…
」
と
話
さ
れ
て
お
り
ま

し
た
。
ご
自
坊
で
一
般
の
方
々
と
の
触
れ
合
い
の

場
（
行
事
や
催
し
）
を
企
画
し
、
実
行
さ
れ
て
い

る
ご
寺
院
も
沢
山
あ
り
ま
す
が
、「
ま
だ
ま
だ
お
寺

と
一
般
の
方
と
の
距
離
が
近
か
ら
ず
」
な
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。 



節
分
は
雑
節
の
一
つ
で
、
各
季
節
の
始
ま

り
の
日
（
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
）
の

前
日
の
こ
と
で
、
季
節
を
分
け
る
と
こ
を
も

意
味
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
以
降
は
特
に

立
春
（
毎
年
二
月
四
日
こ
ろ
）
の
前
日
を
指

す
場
合
が
多
く
、
大
寒
の
最
後
の
日
で
あ
る

た
め
、
寒
さ
は
こ
の
日
が
ピ
ー
ク
に
な
る
。

一
般
的
に
は
「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
声
を

出
し
な
が
ら
福
豆
を
撒
い
て
、
年
の
数
だ
け

（
も
し
く
は
一
つ
多
く
）
豆
を
食
べ
厄
除
け

を
行
う
。
元
は
宮
中
の
行
事
で
、
季
節
の
変

わ
り
目
に
は
邪
気
が
（
鬼
）
が
生
じ
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
追
い
払
う
た
め
の

悪
霊
ば
ら
い
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
近
代
宮
中
行
事
が
庶
民
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
頃
か
ら
、
節
分
当
日
の
夕
暮
れ
、
柊

の
枝
に
イ
ワ
シ
の
頭
を
刺
し
た
も
の
を
戸
口

に
立
て
て
お
い
た
り
、
寺
社
で
豆
ま
き
を
し

た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

最
近
で
は
こ
の
節
分
に
恵
方
巻
と
い
う
巻

き
寿
司
を
食
べ
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ

の
恵
方
巻
を
節
分
の
夜
に
そ
の
年
の
恵
方
に

向
か
っ
て
無
言
で
、
願
い
事
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
太
巻
き
を
丸
か
じ
り
（
丸
か
ぶ
り
）

す
る
の
が
習
わ
し
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と

も
と
大
阪
地
方
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
習

慣
で
す
。
こ
の
習
慣
も
戦
後
に
は
一
旦
廃
れ

た
よ
う
で
す
が
、
土
用
の
丑
の
日
に
ウ
ナ
ギ

を
食
べ
る
習
慣
に
対
抗
す
る
販
売
促
進
手
段

と
し
て
、
大
阪
酢
商
組
合
と
大
阪
の
海
苔
協

同
組
合
が
戦
前
に
行
わ
れ
て
い
た
「
節
分
の

丸
か
ぶ
り
寿
司
」
の
風
習
の
復
活
を
画
策
し

ま
し
た
。
恵
方
巻
の
恵
方
は
陰
陽
師
で
そ
の

年
の
干
支
に
よ
っ
て
最
も
良
い
と
さ
れ
る
方

角
の
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
平
成
二
八
年
の

恵
方
は
南
南
東
に
な
り
ま
す
。 

 
 

恵
方
巻
と
い
う
名
称
は
平
成
一
〇
年
に
セ

ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
が
全
国
発
売
に
あ
た
り
、
商

品
名
に
「
丸
か
ぶ
り
寿
司 

恵
方
巻
」
と
採

用
し
た
こ
と
に
よ
り
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
以
前
は
「
丸
か
ぶ
り
寿
司
」「
節

分
の
巻
き
寿
司
」「
幸
運
巻
寿
司
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
太
巻
き
に
は
七
種

類
の
具
材
を
使
う
と
さ
れ
、
そ
の
数
は
商
売

繁
盛
や
無
病
息
災
を
願
っ
た
七
福
神
に
因
ん

だ
も
の
で
福
を
巻
き
込
む
と
意
味
づ
け
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

こ
こ
数
年
は
主
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
を
中
心
に
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど

で
も
盛
ん
に
宣
伝
活
動
を
行
っ
た
お
か
げ
で

日
本
全
国
に
こ
の
習
慣
が
知
れ
渡
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
株
式
会
社
ミ
ツ
カ
ン
（
愛
知

県
半
田
市
）
の 

調
査
に
よ
る
と 

二
〇
〇
九
年
の 

恵
方
巻
の
認
知
率 

は
九
三
・
八
％
で 

恵
方
巻
を
食
べ
る 

作
法
の
認
知
率
も
七
〇
％
と
高
く
な
っ
て
お

り
ま
す
。
最
近
は
自
宅
で
手
作
り
す
る
人
も

増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。 

知って得する 節分・恵方巻 


