
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
っ
そ
く
で
す
が
、
新
年

に
ふ
さ
わ
し
い
ご
報
告
が
あ

り
ま
す
。

三
重
県
津
市
に
あ
る
高
田

派
本
山
の
御
影
堂
（
み
え
い

ど
う
）
、
如
来
堂
（
に
ょ
ら
い

ど
う
）
が
、
国
宝
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

な
ん
と
、
建
造
物
と
し
て

の
国
宝
指
定
は
、
三
重
県
初

と
い
う
こ
と
で
す
。
三
重
県

と
い
え
ば
、
お
伊
勢
参
り
を

す
ぐ
に
思
い
つ
き
ま
す
が
、

津
市
の
一
身
田
（
い
し
ん
で

ん
）
に
あ
る
高
田
派
本
山
、

専
修
寺
（
せ
ん
じ
ゅ
じ
）
に

も
お
寄
り
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

一
身
田
は
専
修
寺
を
中
心

と
し
て
発
展
し
た
寺
内
町

（
じ
な
い
ち
ょ
う
）
で
す
。

い
わ
ゆ
る
観
光
地
の
お
寺
と

い
う
雰
囲
気
で
は
な
い
で
す

が
、
町
を
含
め
て
、
昔
な
が

ら
の
風
景
が
の
こ
っ
て
い
ま

す
。国

宝
に
指
定
さ
れ
た
御
影

堂
は
、
一
六
六
六
年
に
建
築

さ
れ
、
親
鸞
聖
人
の
木
像
が

安
置
さ
れ
て
お
り
、
七
百
八

十
畳
敷
の
と
て
も
大
き
な
御

堂
（
み
ど
う
）
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

如
来
堂
は
、
一
七
四
八
年

に
建
築
さ
れ
、
「
証
拠
の
如

来
」
と
呼
ば
れ
る
阿
弥
陀
如

来
の
木
像
が
安
置
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

信
仰
を
中
心
と
し
た
文
化

が
形
成
さ
れ
、
静
か
に
受
け

継
が
れ
て
い
る
高
田
派
本
山

に
ぜ
ひ
一
度
い
ら
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

2018 年新春号

本
山
の
御
影
堂
・如
来
堂
の
国
宝
指
定



本
山
の
坊
守
基
礎
講
座
で

精
進
料
理
講
師
の
お
務
め
。

当
寺
の
本
山
「
専
修
寺
」
で
開
催
さ
れ

て
い
る
「
坊
守
基
礎
講
座
」（
年
間
十
一
回

の
シ
リ
ー
ズ
）
を
受
講
し
て
い
ま
す
。
坊

守
（
ぼ
う
も
り
）
と
は
、
浄
土
真
宗
で
は

僧
侶
の
妻
を
指
し
ま
す
が
、
こ
の
講
座
で

は
坊
守
と
し
て
の
基
礎
知
識
や
役
割
、
心

得
な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

こ
の
講
座
は
今
年
で
三
年
目
。
毎
回
、

約
二
十
名
の
坊
守
さ
ん
が
、
三
重
県
を
中

心
に
近
隣
の
お
寺
を
は
じ
め
、
遠
く
は
東

京
か
ら
参
加
さ
れ
ま
す
。

講
座
の
中
の
一
回
と
し
て
、
私
も
、
精

進
料
理
の
講
師
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
は
、
こ
の
と
き
の
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

坊
守
さ
ん
と
し
て
は
、
精
進
料
理
に
関

心
を
お
持
ち
の
方
が
多
く
、
こ
の
講
座
だ

け
を
受
け
た
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
同
業
の
方
々
な
の
で
、
厳
し

い
目
で
受
講
さ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
、
講
師
と
し
て
は
、
や
や
緊
張
す

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

精
進
料
理
か
ら
伝
え
る
心
。

精
進
料
理
と
い
っ
て
も
、
魚
や
肉
を
避

け
た
お
食
事
を
供
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
進
料
理
の
歴
史

や
目
的
、
食
の
文
化
的
な
意
味
、
心
身
を

養
う
意
味
な
ど
を
、
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く

こ
と
を
前
提
に
し
て
お
話
し
す
る
こ
と
を

忘
れ
る
こ
と
は
て
き
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
生
き
る
た
め
に
多
く
の
動

植
物
の
命
を
奪
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
謙
虚
に
受
け
止
め
、
慈
し
む
心
を

持
た
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
命
を
大
切
に
す
る
」
こ
と
は
仏
教
の

中
で
大
事
な
教
え
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分

以
外
の
生
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
と
ど

ま
ら
ず
、
自
身
の
命
、
自
身
の
人
生
を
大

切
に
す
る
こ
と
を
も
含
み
ま
す
。

今
回
、
坊
守
向
け
の
講
座
で
も
、
食
材

を
て
い
ね
い
に
扱
い
、
手
間
暇
か
け
て
作

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
精
進
料
理
が
大
切

に
す
る
「
命
を
大
切
に
す
る
」
心
を
込
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
滋
味
あ
ふ
れ
る
料
理

「
坊
守
」
と
して
の
心
を
つ
な
ぐ
。

常
國
寺
坊
守

浅
尾

昌
美



を
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
ん
な
ご
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
素
材
の
持
ち
味
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
」

「
味
つ
け
が
穏
や
か
で
、
好
き
で
す
」

「
か
ら
だ
に
染
み
わ
た
る
よ
う
」

常
國
寺
で
坊
守
と
し
て
、

心
が
け
る
こ
と
は
五
つ
。

一
つ
目
と
し
て
、
ま
ず
大
切
に
し
た
い

の
は
、お
檀
家
の
み
な
さ
ま
へ
の
接
し
方
。

あ
わ
た
だ
し
さ
や
忙
し
さ
を
抑
え
て
ご
対

応
す
る
こ
と
で
す
。
日
頃
の
急
速
な
時
間

の
流
れ
を
忘
れ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
場

を
ご
提
供
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
お
檀
家
の
み
な
さ
ま
と
の

会
話
で
す
。
ご
来
寺
い
た
だ
い
た
と
き
、

明
る
く
、
や
さ
し
く
接
す
る
こ
と
を
心
が

け
ま
す
。
そ
し
て
、
み
な
さ
ま
の
お
話
に

耳
を
傾
け
る
よ
う
に
努
め
ま
す
。

身
近
な
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
お
悲
し
み
を
察
し
、
言
葉
や
表
情
だ

け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
奥
深
い
と
こ
ろ
に

あ
る
お
心
を
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
お
掃
除
で
す
。
一
年
を
通

じ
て
い
ろ
い
ろ
の
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
都
度
、
お
掃
除
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

み
な
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き
に
は
、

澄
ん
だ
空
間
の
た
た
ず
ま
い
を
感
じ
て
い

た
だ
く
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

お
庭
は
、
も
ち
ろ
ん
毎
朝
、
お
掃
除
を

し
て
い
ま
す
。
小
さ
な
庭
で
す
が
、
四
季

折
々
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

夏
は
、
井
戸
水
で
水
撒
き
を
し
て
い
る

と
き
な
ど
に
、
セ
ミ
の
抜
け
殻
を
見
つ
け

た
り
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
紅
い
落

ち
葉
を
見
つ
け
た
り
し
て
、
ス
ト
ー
ブ
の

用
意
を
思
い
つ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
時

折
、
こ
の
赤
坂
に
も
雪
が
降
る
こ
と
が
あ

り
、
そ
の
と
き
は
、
椿
の
花
に
雪
が
積
も

る
風
物
詩
を
写
真
に
収
め
た
り
し
ま
す
。

ま
た
、
庭
の
お
掃
除
を
し
な
が
ら
、
亡

く
な
ら
れ
た
檀
家
の
み
な
さ
ま
を
思
い
出

す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
掃
除
は
心
の
中

を
も
清
め
て
く
れ
ま
す
。

四
つ
目
は
、
お
い
し
い
お
茶
を
入
れ
る

こ
と
。
お
墓
参
り
に
見
え
た
方
が
、
墓
参

の
後
、
ひ
と
息
つ
き
つ
つ
「
お
い
し
い
お

茶
！
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
夏
に

は
、
冷
え
た
お
茶
や
、
ぬ
る
目
の
お
茶
で

喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

五
つ
目
は
、
常
國
寺
の
住
職
や
、
前
の

坊
守
（
義
母
）
の
健
康
を
考
え
ま
す
。
墓

参
に
見
え
た
方
か
ら
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、

お
元
気
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。「
百
歳
ま
で
は
元
気
に
」
と
願
い
つ

つ
、
寺
の
家
族
が
元
気
で
い
る
こ
と
は
、

み
な
さ
ま
の
お
元
気
を
支
え
る
こ
と
に
も

な
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
信
条
は
、
前
坊
守
か
ら
引
き

継
い
だ
心
で
あ
り
、
お
務
め
で
あ
り
ま
す
。



春
夏
秋
冬
お
料
理
帳

管
理
栄
養
士

浅
尾
昌
美

材
料
四
人
分

昆
布
出
汁
６
０
０
㎖

白
み
そ

５
０
ｇ

田
舎
み
そ

１
５
ｇ

伊
勢
い
も

３
０
０
ｇ

京
に
ん
じ
ん

６
０
ｇ

三
つ
葉

２
把

新
春
を
祝
う

新
し
い
年
を
迎
え
、
今
年
も
元
気
で
過

ご
せ
る
よ
う
に
願
い
ま
す
。
今
回
は
、
精

進
料
理
の
汁
も
の
で
、
滋
養
が
あ
り
、
お

め
で
た
い
配
色
の
一
品
を
選
び
ま
し
た
。

主
材
料
は
伊
勢
い
も
で
す
。
別
名
つ
く

ね
芋
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
大
和
芋
の
仲

間
で
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
形
で
、
昔
か
ら

滋
養
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

伊
勢
い
も
は
、
江
戸
時
代
か
ら
栽
培
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
土
を
選
ぶ
た
め
生
産
地

が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
品
質
が
良

い
た
め
、
和
菓
子
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
昆
布
出
汁
に
、
白
み
そ
で
味

を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
田
舎
み
そ

少
々
を
加
え
る
こ
と
で
コ
ク
が
増
し
、
白

み
そ
仕
立
て
が
苦
手
な
人
に
も
、
い
た
だ

き
や
す
い
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
伊
勢
い
も
が
な
い
場
合
は
、
大
和
芋
が

使
え
ま
す
。

伊
勢
い
も
の
紅
白
の
汁
も
の

金
時
に
ん
じ
ん
を
梅
の
型
で
抜
き
、
最

後
に
三
つ
葉
を
入
れ
て
新
春
に
ふ
さ
わ

し
い
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。

作
り
方

1

昆
布
出
汁
を
鍋
に
入
れ
、
弱
火
に

か
け
る
。

2

に
ん
じ
ん
は
３
㎝
の
輪
切
り
に
し
、

梅
の
型
で
ぬ
き
、
幅
５
ｍ
ｍ
に
切
る
。

1

の
出
汁
の
中
に
入
れ
る
。

3

伊
勢
い
も
は
皮
を
む
き
、

お
ろ
し
金
で
お
ろ
し
、
ス
プ
ー
ン

で
混
ぜ
、
空
気
を
入
れ
る
。

4

出
汁
に
白
み
そ
と
田
舎
み
そ
を
入

れ
て
味
を
調
え
、
伊
勢
イ
モ
を

ス
プ
ー
ン
で
す
く
い
入
れ
る
。

5

三
つ
葉
を
洗
い
、
３
㎝
に
切
る
。

6

最
後
に
味
を
と
と
の
え
る
。

赤
坂
寺
庵
（
て
ら
ん
）
精
進
料
理
教
室
の

ホ
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