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新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
昨
年
の
地
震
台
風
に
よ
っ
て

被
災
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
が
良
い
年
と

な
る
様
、
と
も
に
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

合
掌 

 

「
耕
せ 

耕
せ 
心
を
耕
せ
」（
徳
正
唯
生
師
） 

本
年
の
仏
教
青
年
会
柱
掛
け
法
語
の
こ
と
ば
で
す
。
こ
れ
は
広
島
県
の
真

宗
僧
侶
、
徳
正
唯
生
師
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
ま

す
。 

 

広
島
県
の
あ
る
集
落
に
真
宗
寺
院
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
寺
は
住
職
が
不

在
の
た
め
隣
寺
が
お
世
話
を
し
、
近
隣
の
方
々
が
毎
日
お
仏
飯
を
供
え
、
お

勤
め
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
寺
の
近
所
に
、
あ
る
女
性
が
嫁
い

で
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
女
性
が
こ
の
地
に
嫁
い
で
く
る
に
あ
た

っ
て
、
母
親
は 

「
あ
ん
た
が
今
度
嫁
が
せ
て
も
ら
う
家
は
お
寺
の
す
ぐ
そ
ば
じ
ゃ
け
ぇ
、
わ

し
ゃ
ぁ
非
常
に
喜
ん
ど
る
。
そ
ん
だ
け
お
寺
に
近
い
ん
じ
ゃ
け
ぇ
、
あ
ん
た

ぁ
お
寺
で
ご
法
座
が
あ
る
時
に
ゃ
必
ず
お
参
り
さ
し
て
も
ら
い
ん
さ
い
。
じ

ゃ
け
ん
ど
向
こ
う
の
家
の
人
が
お
寺
参
り
を
嫌
う
よ
う
じ
ゃ
っ
た
ら
、
家
ん

中
に
波
風
立
て
ん
よ
う
に
お
と
な
し
ゅ
う
し
と
れ
。
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
寺

に
近
い
家
じ
ゃ
け
ぇ
、
お
寺
の
周
辺
の
ど
っ
か
に
そ
の
家
の
畑
か
田
ん
ぼ
が

あ
る
に
違
い
な
い
け
ぇ
、
そ
こ
で
野
良
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
い
ん
さ
い
。
そ

う
す
り
ゃ
声
の
大
き
い
ご
講
師
な
ら
本
堂
か

ら
声
が
漏
れ
て
聞
こ
え
て
く
る
け
ぇ
、
そ
ん

時
ゃ
畑
を
耕
し
耕
し
聴
聞
さ
せ
て
も
ら
う
ん

で
」 

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
幸
い
嫁
ぎ
先

も
率
先
し
て
お
寺
参
り
す
る
家
庭
で
、
一
緒

に
お
ま
い
り
す
る
様
に
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、

こ
の
母
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
今
ま
で
導
か
れ

て
き
た
と
、
思
い
出
す
た
び
に
あ
り
が
た
く
、

嬉
し
く
な
る
そ
う
で
す
。 

（
田
ん
ぼ
ア
ー
ト
・
山
形
県
白
鷹
町
） 

 

こ
の
法
語
に
つ
い
て
友
人
と
話
を
し
て
い
る
と
、「
心
を
耕
せ
と
い
う
た
ら

自
力
ち
が
う
？
浄
土
真
宗
は
他
力
の
教
え
や
ろ
？
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
田

ん
ぼ
は
耕
さ
ず
に
放
っ
て
お
く
と
土
が
や
せ
て
し
ま
っ
て
固
く
な
り
、
い
ず

れ
作
物
を
作
ろ
う
と
し
て
も
い
い
も
の
は
で
き
な
い
そ
う
で
す
。
そ
れ
と
同

じ
で
私
た
ち
の
心
も
耕
し
て
い
な
け
れ
ば
堅
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
し
て
耕
す
の
か
と
い
え
ば
仏
法
聴
聞
で
す
。
自
力
で
は
な
く
仏

さ
ま
の
こ
と
ば
、
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
私
の
心
が
耕
さ
れ
て
い
く

の
で
す
。 

 
当
時
、
お
釈
迦
さ
ま
は
「
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ト
」
と
も
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
が
、

こ
れ
は
「
幸
あ
る
も
の
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
阿
弥
陀
経
』

の
経
名
で
あ
る
現
地
の
こ
と
ば
を
直
訳
す
る
と
「
幸
あ
る
と
こ
ろ
の
美
し
い

光
景
と
名
づ
け
る
経
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
言
い
ま
す
か
ら
、
仏
教
は
し



 

2 

あ
わ
せ
に
な
る
道
を
説
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
浄
土
は
目
に
見
え
る
も
の
す
べ
て
が
美
し
い
世
界

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
で
は
私
の
振
る
舞
い
は
見
ら
れ
て
恥
ず
か
し

く
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
浄
土
は
聞
く
も
の
す
べ
て
美
し
い
音
色
、

音
の
世
界
だ
と
い
い
ま
す
が
、
私
の
こ
と
ば
は
人
を
傷
つ
け
ず
喜
ば
せ
る
美

し
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
は
そ
う
い
う
美
し
い
世
界
で
あ
っ
て
、
み
な

と
も
に
一
つ
の
と
こ
ろ
で
出
会
え
る
「
倶
依
一
処
」
の
世
界
で
す
。
そ
の
慈

悲
に
満
ち
た
境
地
に
生
ま
れ
往
く
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
し
あ
わ

せ
だ
と
い
う
の
で
す
。 

 

真
宗
興
正
派
は
今
、
興
隆
正
法
運
動
「
や
っ
ぱ
り
阿
弥
陀
さ
ん
」
と
し
て

三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
立
て
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
が
「
柔
ら
か
な
心
で

お
互
い
が
認
め
合
え
る
幸
せ
を
伝
え
ま
し
ょ
う
」
で
す
。
人
間
は
お
互
い
の

存
在
が
認
め
合
え
た
中
に
こ
そ
、
し
あ
わ
せ
を
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
昨
今
の
事
件
を
見
て
い
ま
す
と
、
お
互
い
が
認
め
合
え
ず
悲
惨

な
現
実
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
様
に
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
光
を

受
け
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
手
が
合
わ
さ
り
、
頭
が
下
が
り
、
認
め
合
え

る
、
合
掌
・
念
仏
・
礼
拝
の
生
活
の
中
に
こ
そ
本
当
の
し
あ
わ
せ
が
あ
る
と

伝
え
て
下
さ
っ
て
い
る
の
が
お
釈
迦
さ
ま
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
な
の
で
す
。 

先
程
の
話
し
に
出
て
き
た
女
性
は
、
阿
弥
陀
仏
の
お
導
き
に
よ
っ
て
心
が

柔
ら
か
く
な
っ
て
い
く
生
活
の
中
に
本
当
の
し
あ
わ
せ
が
あ
る
と
気
付
い
た

か
ら
こ
そ
、
心
を
耕
す
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
た
母
親
の
こ
と
ば
が

人
生
の
財
産
と
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
も
そ
う
あ
り
た
い
も
の

で
す
。 

真
宗
仏
事
に
つ
い
て
③ 

⑥ 

お
仏
飯 

お
仏
飯
は
ご
本
尊
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
尊
前
に
、
ま
た
親
鸞
聖
人
の
絵
像

な
ど
に
供
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
へ
の
お
供
え
は
、
浄
土
の

す
べ
て
の
仏
さ
ま
へ
の
お
供
え
と
も
な
り
ま
す
。
朝
お
供
え
し
て
昼
に
下
げ

る
の
が
正
し
い
作
法
で
す
が
、
こ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
の
仏
教
徒
は
午

前
中
に
の
み
食
事
を
し
、
午
後
は
食
事
を
す
る
時
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
よ
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
事
な
ど
に
は
一
日
中
お
供
え
し
て
お
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ご
飯
を
炊
け
ば
真
っ
先
に
お
仏
飯
と
し
て
お
供
え
し
、
下

げ
た
後
は
あ
り
が
た
く
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 ⑦ 

お
供
物 

「
山
・
海
・
里
」
の
も
の
を
お
供
え
し
ま
す
。
例
え
ば
「
山
」
の
も
の
と

し
て
は
果
物
な
ど
、
「
海
」
の
も
の
と
し
て
は
昆
布
・
海
苔
な
ど
、
「
里
」
の

も
の
と
し
て
餅
・
菓
子
な
ど
を
お
供
え
し
ま
す
。
そ
の
中
で
も
餅
が
最
高
の

お
供
え
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
供
笥
（
く
げ
）
な
ど
に
の
せ
て
お
供
え
す
る
わ

け
で
す
が
、
普
通
は
対
に
し
て
供
え
ま
す
。
お
供
え
と
い
う
の
は
、
心
情
的

に
は
仏
さ
ま
に
食
べ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
供
え
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
の
に
必
要
な
食
物
の
一
つ
で
す
。
そ
う
し
た
い

の
ち
の
恵
み
を
、
仏
さ
ま
か
ら
の
い
た
だ
き
も
の
と
し
て
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。 

 

⑧ 

過
去
帳
・
く
り
だ
し 

浄
土
真
宗
で
は
、
亡
く
な
っ
た
方
の
法
名
を
記
す
も
の
と
し
て
「
過
去
帳
」

を
用
い
、
位
牌
は
用
い
ま
せ
ん
。
位
牌
は
中
国
の
儒
家
か
ら
来
た
も
の
で
、



 

3 

霊
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
真
宗
門
徒
は
み
な
お
浄

土
に
生
ま
れ
仏
さ
ま
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
個
人
の
位
牌
を
作
り
、

そ
こ
に
霊
が
宿
っ
て
い
る
な
ど
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
私
に
ご
縁
の
あ
っ
た
仏

さ
ま
の
こ
と
を
忘
れ
ず
、
感
謝
す
る
た
め
に
過
去
帳
が
あ
る
の
で
す
。
過
去

帳
は
日
に
ち
ご
と
に
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
当
日
の
と
こ
ろ
を
開
き
、
仏

さ
ま
を
偲
び
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
過
去
帳
の
か
わ
り
に
「
く
り
だ
し
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
亡
く
な
ら
れ
た
月
日
ご
と
に
、

順
番
に
前
に
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

お
経
っ
て
な
ぁ
に
？
① 

私
た
ち
仏
教
徒
は
、
仏
前
を
お
灯
明
・
お
香
・
お
花
・
お
供
え
で
荘
厳
し
、

「
お
経
」
を
あ
げ
て
仏
事
を
勤
め
ま
す
。
一
般
に
い
わ
れ
る
「
お
経
」
は
非

常
に
た
く
さ
ん
あ
る
た
め
、
「
八
万
四
千
の
法
門
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
こ

の
多
数
の
仏
典
を
そ
の
性
格
に
よ
っ
て
経
蔵
（
き
ょ
う
ぞ
う
）・
律
蔵
（
り
つ

ぞ
う
）
・
論
蔵
（
ろ
ん
ぞ
う
）
の
三
蔵
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
蔵
」

と
い
う
の
は
「
ピ
タ
カ
」
と
い
い
、「
か
ご
」
の
意
味
で
す
。
釈
尊
の
み
教
え

を
記
し
た
も
の
を
経(

ス
ー
ト
ラ)

と
い
い
ま
す
。
次
に
、
仏
弟
子
た
ち
が
悪
い

行
い
を
す
る
た
び
に
教
団
の
和
を
保
つ
た
め
に
定
め
た
規
則
が
律
で
す
。
最

後
に
論
と
は
、
仏
さ
ま
の
直
接
の
弟
子
や
後
の
仏
教
者
た
ち
が
、
経
に
説
か

れ
た
教
え
を
研
究
し
て
解
釈
し
た
書
を
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の

教
え
全
体
が
三
蔵
に
収
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

浄
土
真
宗
で
は
経
と
し
て
は
『
無
量
寿
経
』
・
『
観
無
量
寿
経
』
・
『
阿
弥
陀

経
』
の
浄
土
三
部
経
、
論
と
し
て
親
鸞
聖
人
の
作
ら
れ
た
『
教
行
信
証
』（「
正

信
偈
」
が
入
っ
て
い
ま
す
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
の
三
蔵
と
い
う
言
葉
で
み
な

さ
ん
に
な
じ
み
が
あ
る
の
は
、「
三

蔵
法
師
」（
さ
ん
ぞ
う
ほ
う
し
）
で

し
ょ
う
。
孫
悟
空
が
お
供
を
し
て

イ
ン
ド(

天
竺)

に
お
経
を
取
り
に

行
く
旅
の
物
語
『
西
遊
記
』
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
。
こ
の
物
語
の
三

蔵
法
師
の
モ
デ
ル
は
、
唐
時
代
の
初
期
に
十
七
年
間
か
け
て
イ
ン
ド
ヘ
法
を

求
め
て
旅
を
し
た
、
玄
奘
（
げ
ん
じ
ょ
う
）
と
い
う
僧
侶
で
す
。
彼
の
業
績

が
偉
大
で
あ
り
、
有
名
で
あ
っ
た
た
め
、
三
蔵
法
師
と
は
彼
の
別
名
で
あ
る

と
思
っ
て
い
る
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
本
来
、
三
蔵
と
は
経
・
律
・

論
と
い
う
仏
典
の
全
体
に
通
じ
た
仏
教
者
に
対
す
る
尊
称
で
す
。 

 

た
と
え
ば
、
浄
土
三
部
経
を
見
る
と
、『
無
量
寿
経
』
の
康
僧
鎧
（
こ
う
そ

う
が
い
）
と
『
阿
弥
陀
経
』
の
鳩
摩
羅
什
（
く
ま
ら
じ
ゅ
う
）
は
と
も
に
経

典
翻
訳
で
名
を
残
し
三
蔵
法
師
と
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
正
信
偈
」

に
は
、
曇
鸞
大
師
（
ど
ん
ら
ん
だ
い
し
）
を
導
い
た
菩
提
流
支
（
ぼ
だ
い
る

し
）
を
三
蔵
流
支
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
三
蔵
法
師
が
い
ま

し
た
。
今
私
た
ち
が
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
お
経
は
、
こ
の
よ
う
な
三

蔵
法
師
が
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
遠
い
昔
の
苦
労
が
偲
ば
れ
る

と
と
も
に
三
蔵
法
師
が
身
近
な
存
在
に
思
え
て
き
ま
す
。 

（
『
季
刊
せ
い
て
ん
』
六
十
七
号
・
本
願
寺
出
版
社
よ
り
抜
粋
引
用
） 
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