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謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

旧
年
中
は
ご
助
力
を
賜
り
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

昨
年
は
一
年
を
表
す
漢
字
に
「
暑
」

が
選
ば
れ
た
よ
う
に
、
長
く
暑
い
夏

が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
チ
リ
で
鉱
山
落
盤
事
故
が

あ
り
、
地
下
七
百
メ
ー
ト
ル
の
密
室
、

気
温
三
十
度
、
湿
度
ほ
ぼ
百
％
と
い

う
暑
さ
の
厳
し
い
環
境
か
ら
の
救
出

劇
が
大
き
な
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

突
然
の
災
害
に
遭
い
な
が
ら
も
全
員

が
無
事
に
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き

た
裏
に
は
、
ル
イ
ス
・
ウ
ル
ス
ア
さ

ん
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
彼
は
、
生
き
延
び
る
た
め
に
少
な
い
食
料
を
配
分
し
、
三
十
三
人

の
融
和
に
努
め
た
そ
う
で
す
。
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
争
い
が
起
き
て
も
お
か

し
く
な
い
極
限
の
状
況
の
中
で
、
な
ぜ
彼
ら
は
力
を
合
わ
せ
生
き
抜
く
こ
と

が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
必
ず
助
け
が
来
る
と
信
じ
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
信
頼
が
、
地
上
と
の
連
絡
が
取
れ
る
ま
で

の
十
七
日
間
、
彼
ら
を
支
え
導
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
六
十
九
日
後
に

無
事
、
救
出
さ
れ
た
の
で
す
。 

浄
土
真
宗
は
私
が
今
、
阿
弥
陀
仏

の
願
い
の
中
で
浄
土
へ
導
か
れ
る
教

え
で
す
。
間
違
い
な
く
助
け
て
下
さ

る
そ
の
は
た
ら
き
を
信
心
と
し
て
い

た
だ
い
た
な
ら
ば
、
大
い
な
る
よ
ろ

こ
び
が
生
ま
れ
る
と
親
鸞
聖
人
は
お

伝
え
下
さ
っ
て
い
ま
す
。 

本
年
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
七
百
五

十
回
大
遠
忌
の
年
で
す
。
仏
さ
ま
の

は
た
ら
き
を
感
じ
つ
つ
、
よ
ろ
こ
び

の
一
年
と
な
る
よ
う
共
に
歩
ん
で
参

り
ま
し
ょ
う
。 

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 

合
掌 

 

 
下
記
、
掲
載
の
通
り
、
七
百
五
十

回
忌
を
記
念
し
て
親
鸞
展
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
聖
人
に
関
す
る
文
化
財
が

数
多
く
集
ま
る
ま
た
と
な
い
機
会
で

す
。
期
間
中
、
京
都
に
行
か
れ
る
方

は
是
非
ご
覧
下
さ
い
。 
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「『
助
け
る
』
の
意
味
っ
て
？
」
を
読
ん
で
」 

昨
年
十
一
月
二
十
六
日
の
四
国
新
聞
に
、「
全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ

ス
ト
」
の
受
賞
作
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
高
松
法
務
局
長

賞
に
輝
い
た
小
亀
未
於
さ
ん
の
「『
助
け
る
』
の
意
味
っ
て
？
」
を
読
み
、
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
始
ま
り
ま
す
。 

 

「
助
け
る
っ
て
難
し
い
。「
体
の
不
自
由

な
人
、
障
害
の
あ
る
人
に
は
優
し
く
接
し

ま
し
ょ
う
。
い
た
わ
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」

小
学
校
の
教
室
で
先
生
か
ら
は
そ
う
教
わ

っ
た
け
れ
ど
、
い
つ
で
も
ど
ん
な
場
合
で

も
そ
れ
が
本
当
に
正
し
い
と
は
私
に
は
思

え
な
い
。
相
手
を
椅
子
に
座
ら
せ
て
お
客

さ
ん
の
よ
う
に
扱
い
、
何
か
ら
何
ま
で
し

て
あ
げ
る
こ
と
が
本
当
に
「
助
け
た
」
と

言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、
自

分
の
力
で
や
り
と
げ
よ
う
と
が
ん
ば
っ
て

い
る
と
き
に
は
、
時
間
は
か
か
る
か
も
し

れ
な
い
け
れ
ど
、
手
を
出
さ
ず
に
そ
ば
で

見
守
る
。
そ
し
て
、
で
き
な
い
と
こ
ろ
だ

け
手
伝
っ
て
あ
げ
る
の
が
本
当
の
意
味
で

の
「
助
け
る
」
こ
と
で
あ
り
、
結
果
と
し

て
そ
れ
が
相
手
の
た
め
に
も
な
る
。」 

 

確
か
に
そ
の
通
り
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

何
を
ど
こ
ま
で
す
る
こ
と
が
「
助
け
る
」

こ
と
に
な
る
の
か
、
簡
単
に
は
分
か
り
ま

せ
ん
。
人
と
接
す
る
と
き
に
ま
ず
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が 

「
ど
の
方
向
に
心
で
さ
が
し
求
め
て
み
て
も
、
自
分
よ
り
も
さ
ら
に
愛
し

い
も
の
を
ど
こ
に
も
見
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
他
の
人
々
に
と
っ

て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
が
愛
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
を
愛
す

る
人
は
、
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
」 

と
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
み
ん
な
自
分
が
愛
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の

こ
と
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
人
を
害
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
、
自
分
が
嫌
が
る
こ
と
を
人
に
し
な
い
、
逆
に
自
分
が
嬉
し
い
こ
と
を
人

に
し
て
あ
げ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分

で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
嫌
な
こ
と

嬉
し
い
こ
と
が
他
の
人
に
と
っ
て
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
す
。

ま
た
、
同
一
人
物
で
あ
っ
て
も
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

相
手
と
、
時
と
場
合
に
合
わ
せ
て
「
助
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
大
変
難
し
い

の
で
す
。 

 

ま
た
、
彼
女
が
綴
っ
て
い
る 

「
私
達
は
何
も
障
害
の
な
い
自
分
を
当
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
目
が
見
え
る
こ
と
、
耳
が
聞
こ
え
る
こ
と
、
声
が
出
せ
る
こ
と

…
不
自
由
の
な
い
本
当
は
と
て
も
幸
せ
な
状
況
を
、
普
段
は
意
識
せ
ず
に
暮

ら
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
ひ
と
た
び
障
害
の
あ
る
人
と
出
会
え
ば
、
今
度

は
「
私
が
普
通
で
あ
な
た
は
不
幸
」
と
、
富
め
る
者
が
貧
し
い
者
を
哀
れ
む

よ
う
な
視
線
で
相
手
を
眺
め
る
、
残
念
な
が
ら
そ
ん
な
人
が
大
勢
い
る
。
そ

れ
も
決
し
て
悪
意
な
ど
を
意
識
せ
ず
に
、
で
あ
る
。」 

と
い
う
こ
と
を
、
自
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ

る
「
私
が
普
通
で
あ
な
た
は
不
幸
」
と
哀
れ
む
の
は
、
以
前
、
こ
の
か
わ
ら

版
の
『
仏
教
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
語
』
で
取
り
上
げ
た
「
慢
」
と
い
う
煩
悩

で
す
。
こ
の
他
に
も
無
数
の
煩
悩
が
あ
り
、
そ
れ
が
、「
助
け
る
」
ど
こ
ろ
か
、

人
を
、
自
ら
を
苦
し
め
て
い
る
と
い
う
現
実
を
否
め
ま
せ
ん
。 
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で
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
本
当
に
「
助
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
し

ょ
う
か
。
彼
女
は 

「
障
害
の
あ
る
人
と
付
き
合
っ
て
い
く
上
で
、
ま
ず
必
要
な
の
は
、
自
然

体
で
相
手
を
受
け
入
れ
偏
見
を
持
た
ず
に
理
解
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
何
も

知
ら
ず
に
不
用
意
に
接
す
る
の
も
必
要
以
上
に
大
げ
さ
に
反
応
す
る
の
も
、

相
手
に
ス
ト
レ
ス
や
苦
痛
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
軽
す
ぎ
ず

重
す
ぎ
ず
、
相
手
が
抱
え
て
い
る
障
害
を
正
し
く
理
解
し
た
上
で
接
す
る
の

が
一
番
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
確
に
、
そ
し
て
深
く
理
解
す
る
こ

と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
け
れ
ど
、
障
害
者
や
障
害
に
対
し
、
ほ
ん
の
少

し
関
心
を
持
ち
、
そ
の
関
心
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
正
し
い
理
解
に
繋
が
っ

て
い
く
の
だ
と
思
う
。」 

と
言
い
ま
す
。「
助
け
る
」
た
め
に
は
、
彼
女
の
言
う
よ
う
に
、
相
手
を
よ
く

見
つ
め
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
し
ょ
う
。
本
当
は
何
を
欲
し
て
い

る
の
か
、
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

で
き
る
限
り
傍
に
い
て
感
じ
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。 

阿
弥
陀
仏
は
五
劫
（〔
ご
こ
う
〕
一
劫
は
四
方
上
下
百
由
旬
の
鉄
城
に
芥
子

〔
け
し
〕
を
満
た
し
、
百
年
ご
と
に
一
つ
の
芥
子
を
取
り
去
っ
て
、
そ
の
芥

子
全
部
を
尽
く
し
て
も
終
わ
ら
な
い
、
と
譬
え
ら
れ
る
）
も
の
想
像
を
絶
す

る
長
い
時
間
、
私
た
ち
の
姿
を
見
つ
め
ら
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
助
け

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
五
劫
と
い
う

長
さ
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
私
の
こ
と
を
思
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
、
私
た
ち
み
な
を
「
助
け
る
」
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
と
い
う
こ
と

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
「
助
け
ら
れ
る
」
教
え
で
す
。

親
鸞
聖
人
は 

「
す
べ
て
の
衆
生
は
、
は
か
り
し
れ
な
い
昔
か
ら
今
日
の
こ
の
時
に
い
た
る

ま
で
、
煩
悩
に
汚
れ
て
清
ら
か
な
心
が
な
く
、
い
つ
わ
り
へ
つ
ら
う
こ
と
ば

か
り
で
ま
こ
と
の
心
が
な
い
。
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
は
、
苦
し
み
悩
む
す
べ
て

の
衆
生
を
哀
れ
ん
で
…
」 

と
痛
感
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
た
ち
み

な
が
障
害
（
煩
悩
）
に
よ
っ
て
苦
し
ん

で
い
る
の
で
、
仏
さ
ま
は
心
配
で
た
ま

ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
一
人
残
ら

ず
助
け
る
た
め
に
、
誰
も
が
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
お
念
仏
の
声
と
な
っ

て
届
け
ら
れ
た
の
で
す
。 

南
無
阿
弥
陀
仏
、
仏
さ
ま
に
出
遇
い
、

ひ
か
り
と
い
の
ち
き
わ
み
な
き
は
た

ら
き
を
実
感
し
、
「
助
け
ら
れ
た
」
先

人
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
れ
が
親

鸞
聖
人
で
あ
り
、
私
た
ち
の
ご
先
祖
で

し
ょ
う
。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12fn1834n/EXP=1293892643;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMQRvaWQDYnV6emQzZHoyZmtjbWNXcW5BBHADNUxxNjVxaXA0NE9kNDRLNTQ0S180NE84BHBvcwMxBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/www.pref.kyoto.jp/jinken/resources/1259033683847.jpg
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そ
し
て
、
彼
女
の
文
章
は 

「
冒
頭
に
戻
る
が
「
助
け
る
」
と
い
う
日
本
語
を
訳
せ
ば
「
ヘ
ル
プ
」
と

「
サ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
英
単
語
が
出
て
く
る
。「
本
人
の
で
き
な
い
こ
と
を
本

人
に
代
わ
っ
て
手
助
け
す
る
」
こ
と
と
「
本
人
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
よ
う

手
助
け
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
同
じ
「
助
け
る
」
で
も
大
き
く
異
な
る
。
善

意
か
ら
の
親
切
が
要
ら
ぬ
お
節
介
に
代
わ
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
だ
。
障
害
の

あ
る
人
に
と
っ
て
、
そ
の
場
、
そ
の
時
必
要
な
の
は
「
ヘ
ル
プ
」
な
の
か
「
サ

ポ
ー
ト
」
な
の
か
、
そ
れ
を
取
り
違
え
ぬ
よ
う
自
分
の
で
き
る
こ
と
か
ら
始

め
て
い
き
た
い
、
そ
う
思
っ
て
い
る
。」 

と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。 

で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
は
「
ヘ
ル
プ
」
で
し
ょ
う
か
、「
サ
ポ
ー
ト
」
で

し
ょ
う
か
。
私
で
は
、
人
間
で
は
気
付
か
な
か
っ
た
さ
と
り
の
世
界
へ
導
い

て
下
さ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
ヘ
ル
プ
」
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
は
た
ら
き
を
い
た
だ
い
て
歩
ん
で
い
く
の
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
「
サ
ポ
ー
ト
」
で
し
ょ
う
。
他
力
に
導
か
れ
つ
つ
、
自
ら
の

足
で
し
っ
か
り
と
仏
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
が
浄
土
真
宗
で
す
。 

 

お
経
っ
て
な
あ
に
？
⑨
「
十
二
礼
」 

七
高
僧
の
一
人
で
あ
る
龍
樹
菩
薩
（
イ
ン
ド
）
が
自
ら
阿
弥
陀
仏
の
十
二

の
お
徳
を
讃
え
ら
れ
た
讃
歌
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
や
そ
の
浄
土
の
荘
厳

が
す
ば
ら
し
い
こ
と
を
多
く
の
人
に
知
ら
せ
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
よ
ろ
こ

び
を
と
も
に
し
た
い
と
願
わ
れ
て
詠
っ
た
も
の
で
す
。
前
回
紹
介
し
た
中
国

の
善
導
大
師
が
『
往
生
礼
讃
』
に
こ
の
讃
文
を
収
め
、
こ
れ
を
称
え
て
礼
拝

す
る
行
儀
を
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。 

当
山
で
は
宵
・
朝
と
二
日
間
に
渡
り
法
事
が
営
ま
れ
た
場
合
に
、
よ
く
勤

め
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
は
宵
法
事
が
減
っ
て
き
た
た
め
勤
め
る
機
会
が

減
っ
て
き
ま
し
た
が
、
中
讃
地
方
で
は
、
今
で
も
念
入
り
の
法
事
と
い
っ
て
、

数
人
の
僧
侶
で
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
勤
め
て
い
る
よ
う
で
す
。
本
山
の
法
要

で
は
三
鼓
（
羯
鼓
・
太
鼓
・
鉦
鼓
）
を
交
え
て
賑
々
し
く
勤
め
て
い
ま
す
。 

お
経
や
正
信
偈
が
平
調
（
ひ
ょ
う
じ
ょ
う
：
洋
楽
ハ
調
の
ミ
）
を
基
本
の

音
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
盤
渉
（
ば
ん
し
き
：
洋
学
ハ
調
の
シ
）
を
基
音

と
し
、
非
常
に
高
い
音
で
唱
え
ら
れ
る
た
め
明
る
く
音
楽
的
な
お
勤
め
で
す
。 

 

ち
ょ
っ
と
一
言 

お
参
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
御
本
尊
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
御
絵
像
、
お
名
号
が
傷
ん
で
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
市
販
の
御
本
尊
は
印
刷
で
、
表
装
も
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
多
い
た
め
、
傷
み
や
す
い
よ
う
で
す
。
本
山
か
ら
下
付
さ
れ
る
も
の

は
、
絵
具
を
使
っ
た
手
仕
事
の
た
め
古
く
な
っ
て
も
色
彩
が
映
え
、
表
装
が

し
っ
か
り
し
て
い
る
た
め
ほ
と
ん
ど
反
り
返
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
祖

親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
大
遠
忌
を
前
に
、
御
本
尊
を
本
山
か
ら
新
し
く
お
迎

え
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 


