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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

旧
年
中
は
興
隆
正
法
、
護
持
運
営
に
御
助
力
い
た
だ
き
ま
し
て
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

 

昨
年
は
世
相
を
表
す
漢
字
に
「
偽
」
が
選
ば
れ
、

ま
た
、
県
内
で
も
悲
惨
な
事
件
が
起
こ
り
、
暗
い

話
題
が
多
い
一
年
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

人
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う

が
、
「
み
ん
な
の
県
政
Ｔ
Ｈ
Ｅ
香
川
」
十
月
号
に

「
教
え
」
と
題
し
た
真
鍋
知
事
の
仏
教
に
関
す
る

一
文
が
あ
り
ま
し
た
。 

真
鍋
知
事
は
、
外
国
で
「
あ
な
た
の
宗
教
は
」
と
聞
か
れ
た
ら
「
仏
教
徒

で
す
」
と
答
え
る
が
内
心
忸
怩
た
る
思
い
だ
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
す
。
昔
は

両
親
や
祖
父
母
の
姿
か
ら
「
習
わ
ぬ
経
を
覚
え
た
」、
い
の
ち
の
大
切
さ
や
嘘

を
言
っ
て
は
い
け
な
い
な
ど
と
教
え
ら
れ
た
も
の
が
現
在
は
そ
う
は
な
っ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
う
今
、
私
た
ち
は
ど
う
や
っ
て
自
分
を
律
し

た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
、
と
問
い
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
単
な
る
宗
派
の
名
前
で
は
な
く
、「
浄
土
の
真
（
ま

こ
と
）
を
宗
（
む
ね
）
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
偽
」
で
な
く
「
真
」

を
求
め
る
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
救
い
、
し
あ
わ
せ
へ
の
道
で
あ

る
こ
と
を
親
鸞
聖
人
が
お
伝
え
下
さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

み
な
さ
ま
に
と
っ
て
本
年
が
、
真
宗
の
み
教
え
を
通
し
て
し
あ
わ
せ
を
感

ず
る
年
と
な
り
ま
す
よ
う
念
願
い
た
し
ま
す
。 

 
 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

「
お
念
仏 

如
来
の
心
に 

遇
う
時
間
」（
松
枝
崇
師
） 

本
年
の
仏
教
青
年
会
柱
掛
け
法
語
、
松
枝
崇
（
ま
つ
が
え
た
か
し
）
師
の

こ
と
ば
で
す
。 

私
た
ち
が
称
え
る
お
念
仏
が
如
来
（
仏
さ
ま
）
の
心
に
遇
う
時
間
で
あ
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

浄
土
真
宗
の
お
念
仏
は
、
仏
さ
ま
の
呼
び
声
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
浄
土
に
生
ま
れ
よ
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
「
本

願
念
仏
」
で
あ
る
か
ら
で
す
。
前
年
の
柱
掛
け
法
語
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
若

不
生
者
不
取
正
覚
」
、
あ
な
た
が
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら

ば
私
は
さ
と
り
の
境
地
（
仏
）
に
は
入
ら
な
い
と
誓
わ
れ
、
私
た
ち
の
往
生

の
道
を
成
就
さ
れ
た
の
が
阿
弥
陀
仏
で
す
。 

 

人
間
が
生
き
て
い
く
上
に
は
必
ず
悩
み
苦
し
み
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
時

ど
う
す
る
で
し
ょ
う
か
。
身
近
に
い
る
人
に
自
分
の
悩
み
苦
し
み
を
聞
い
て

も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
落
ち
着
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
た
だ
聞
い
て
も
ら
う
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
心
を
理
解
し
て
く

れ
る
相
手
に
出
会
っ
て
こ
そ
本
当
に
落
ち
着
く
の
で
し
ょ
う
。
人
間
は
強
そ

う
に
見
え
て
も
実
の
と
こ
ろ
弱
い
存
在
で
あ
り
、
自
分
を
心
底
か
ら
理
解
し
、

支
え
て
く
れ
る
相
手
を
求
め
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
第
一
は
家
族
、
親
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 
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確
か
に
親
心
は
有
難
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
親
心
、
人
間
の
持
つ

慈
悲
の
心
と
い
う
も
の
は
親
鸞
聖
人
に
よ
る
と 

「
慈
悲
に
聖
道
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の

を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
お
も
ふ

が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
。
」 

（
『
歎
異
抄
』
） 

と
あ
る
聖
道
（
自
力
）
の
慈
悲
で
し
ょ
う
。
人
間
自
ら
の
分
別
に
よ
る
慈
悲

で
は
、
相
手
を
憐
み
、
悲
し
み
に
寄
り
添
い
、
育
も
う
と
し
て
も
思
う
よ
う

に
助
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
中
心
的
な
欲
を
持
っ

て
自
ら
苦
し
ん
で
い
る
も
の
が
、
他
を
助
け
る
こ
と
な
ど
そ
う
簡
単
に
は
で

き
な
い
か
ら
で
す
。 

そ
の
証
拠
に
我
が
家
で
も
度
々
親
子
喧
嘩
が
起
こ
り
、
尽
き
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
親
子
と
し
て
互
い
に
助
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
に
は
違
い
な
い

の
で
す
が
、
そ
れ
が
体
現
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
。 

  

親
鸞
聖
人
も
四
十
二
歳
と
五
十
九
歳
の
二
回
に
わ
た
っ
て
自
ら
の
力
を
持

っ
て
人
々
を
救
お
う
と
さ
れ
、
浄
土
三
部
経
の
千
回
読
誦
を
試
み
ら
れ
ま
し

た
。
聖
人
は
家
庭
を
あ
げ
て
庶
民
と
と
も
に
生
活
を
さ
れ
る
中
で
そ
の
苦
し

み
に
心
が
痛
み
、
人
々
を
思
う
気
持
ち
の
強
さ
か
ら
思
わ
ず
読
誦
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
聖
人
は
数
日
で
こ
れ
を
取
り
や
め
、
自
力
に
執
着
し

た
わ
が
身
を
省
み
て
念
仏
の
生
活
に
帰
ら
れ
ま
し
た
。
念
仏
生
活
こ
そ
が
慈

悲
の
実
践
で
あ
る
と
見
出
し
た
の
で
す
。 

浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は 

 

「
彼
な
く
我
な
く
、
競
な
く
訟
（
じ
ゅ
）
な
し
。
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
に
お

い
て
大
慈
悲
繞
益
の
心
を
得
た
り
。
」
（
『
無
量
寿
経
』
） 

自
分
と
そ
の
他
の
区
別
も
、
競
う
こ
と
も
争
う
こ
と
も
な
い
。
慈
悲
の
心
で

す
べ
て
の
い
の
ち
に
利
益
を
与
え
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら 

「
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
成
り
て
、
大
慈
大

悲
心
を
も
つ
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ
べ
き
な

り
。
」
（
『
歎
異
抄
』
） 

浄
土
に
生
ま
れ
る
べ
く
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
き
念
仏
往
生
し
て
、
そ
の
大

慈
悲
に
よ
っ
て
思
う
が
ま
ま
に
す
べ
て
の
い
の
ち
を
助
け
る
こ
と
が
で
き

る
身
と
な
る
こ
と
を
一
大
事
と
考
え
る
の
で
す
。 

浅
田
正
作
と
い
う
方
の
詩
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

「
自
分
が
可
愛
い 

た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
生
き
て
き
た 

 

そ
れ
が
深
い
悲
し
み
と
な
っ
た
時 

ち
が
っ
た
世
界
が
ひ
ら
け
て
来
た
」 

私
た
ち
は
ま
ず
家
族
、
親
を
通
し
て
ほ
の
か
な
慈
悲
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て

本
当
の
慈
悲
に
満
ち
た
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
し
あ
わ
せ
で
あ
る
と
思
い
至

り
ま
す
。
し
か
し
、
自
ら
は
そ
う
い
う
慈
悲
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
、
そ

れ
を
悲
し
み
つ
つ
、
私
を
包
む
「
大
慈
悲
」
に
目
覚
め
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。 

 

両
親
や
近
親
者
を
亡
く
し
た
多
く
の
念
仏
者
が
、「
こ
の
世
で
亡
く
な
っ
た

人
と
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
南
無

阿
弥
陀
仏
と
お
念
仏
す
る
と
こ
ろ
に
仏
と
し
て
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
子
を
救
い
た
い
と
願
い
続
け
て
い
る
親
が
浄
土
往

生
の
道
を
歩
ん
で
こ
そ
、
ま
た
、
仏
と
な
っ
て
こ
そ
本
当
の
親
心
、
慈
悲
が

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
子
に
届
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 
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先
人
は
、「
念
仏
は
自
分
も
他
人
も
す
べ
て
の
も
の
が
、
人
間
で
は
解
く
こ

と
の
で
き
な
い
生
死
の
不
安
と
愛
憎
の
苦
悩
に
満
つ
る
こ
の
世
の
中
で
、
安

住
し
て
生
か
さ
れ
て
い
く
た
だ
一
つ
の
教
法
で
あ
る
」
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
つ
ら
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
お
念
仏
す
れ
ば

よ
い
と
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

 

お
念
仏
は
智
慧
と
慈
悲
の
は
た
ら
き
で
す
。
私
の
悩
み
苦
し
み
の
本
質
は
、

我
欲
に
よ
っ
て
自
ら
の
い
の
ち
を
限
り
あ
る
も
の
と
し
て
他
と
分
別
し
て
い

る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
私
に
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
の
仏
と
な
る
道
を
歩
ん

で
ほ
し
い
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
あ
な
た
を
見
捨
て
る
こ
と
は
な
い
と

い
う
仏
さ
ま
の
あ
た
た
か
い
親
心
に
遇
い
、
そ
れ
に
応
え
て
称
え
る
の
が
お

念
仏
な
の
で
し
ょ
う
。 

  

仏
の
こ
こ
ろ
は 

不
思
議
な
も
の
よ 

め
に
は
め
え
ね
ど 

話
が
で
き
る 

 

仏
と
話
を
す
る
と
き
は 

称
名
念
仏
こ
れ
が
は
な
し
よ 
（
浅
原
才
市
） 

         

お
経
っ
て
な
ぁ
に
？
⑧
御
勧
章
（
ご
か
ん
し
ょ
う
） 

 

法
事
の
最
後
に
は
、
お
説
教
と
と
も

に
「
御
勧
章
」
（「
御
文
章
」、「
御
文
」

と
も
呼
ば
れ
る
）
が
読
ま
れ
ま
す
。「
聖

人
一
流
の
御
勧
化
の
お
も
む
き
は
・
・
」

や
「
そ
れ
人
間
の
浮
生
な
る
相
を
つ
ら

つ
ら
観
ず
る
に
・
・
」
な
ど
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

「
御
勧
章
」
は
本
願
寺
第
八
代
蓮
如

上
人
が
門
下
の
道
俗
に
与
え
ら
れ
た
教

義
に
関
す
る
消
息
で
、
二
百
通
以
上
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
九
代
実
如
上

人
の
も
と
編
纂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
五
帖
八
〇
通
と
し
て
流
布
し
て
い
ま
す
。

制
作
年
次
が
明
ら
か
な
も
の
の
中
で
は
、
吉
崎
（
福
井
県
）
時
代
の
も
の
が

多
く
、
上
人
に
よ
る
精
力
的
な
教
化
が
窺
わ
れ
ま
す
。 

こ
れ
を
朗
読
し
て
人
に
聞
か
せ
る
こ
と
は
蓮
如
上
人
在
世
当
時
に
始
ま
っ
て

い
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
刊
行
さ
れ
た
の
は
天
文
年
間
（
一

五
二
二
～
）
と
い
わ
れ
、
時
代
の
進
む
と
と
も
に
一
般
に
も
広
ま
っ
て
き
た

よ
う
で
す
。
蓮
如
上
人
は
本
山
興
正
寺
の
歴
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
真
宗

の
教
え
が
分
か
り
や
す
く
説
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
当
派
で
も
お
説
教
に
取

り
入
れ
て
い
ま
す
。 

以
前
、
門
徒
宅
に
お
参
り
し
た
際
に
、
先
人
が
自
ら
の
筆
で
写
し
取
っ
た

御
勧
章
を
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
刊
行
本
が
手
に
入
り
に
く
か
っ
た

こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
自
ら
の
手
で
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
教

え
を
深
く
味
わ
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
感
じ
入
っ
た
こ
と
で
す
。 
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