
新
年
明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

理
事
長

泰

志
龍

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

組
合
員
の
先
生
方
、
ま
た
い
つ
も
支
え
て
下
さ
る
賛
助
会
員

の
皆
様
、
名
誉
理
事
の
皆
様
、
関
係
諸
団
体
の
皆
様
に
は
、
ま

す
ま
す
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、

西
洋
占
星
術
の
世
界
で
は
昨
年
１
１
月
２
０
日
頃
よ
り
本
格

的
に
「
風
の
時
代
」
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は

「
大
地
の
時
代
」
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
時
代
で
は
「
地
に

足
が
つ
く
」
の
言
葉
通
り
、
形
あ
る
も
の
、
現
実
的
で
物
質
的
な
豊

か
さ
と
い
う
の
が
大
切
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
決
ま
り
事
、
理
論
に

従
う
こ
と
、
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
、
モ
ノ
や
お
金
、
学
歴
や
ブ
ラ
ン

ド
と
い
う
も
の
が
重
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
象
徴
で
あ
る
「
風
」
に
は
形

が
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
「
風
の
時
代
」
で
は
、
形
の
な
い
も
の
、

知
性
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
情
報
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
目

に
見
え
な
い
も
の
が
意
味
を
持
ち
、
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
時
代

に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

日
本
で
も
平
安
の
昔
よ
り
「
風
の
便
り
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
「
風
」
は
情
報
を
伝
え
る
力

を
持
つ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
不
確
定
な
情
報
に

惑
わ
さ
れ
ぬ
冷
静
さ
を
保
ち
、
逆
に
「
易
学
」
と
い
う
人
類
の
叡
智

を
、
風
に
乗
せ
る
が
如
く
世
に
広
め
、
良
き
世
の
中
作
り
に
役
立
て

ら
れ
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
本
年
も
変
わ
ら
ぬ
御
交
誼
・
御
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

謹
ん
で
新
年
の

お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す

《

特
別
名
誉
顧
問

》
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『
乙
巳
の
歳
に
あ
た
り

志
を
新
た
に
』

理
事
長

泰

志
龍

当
年
２
０
２
５
年
は
「
乙
巳
」

の
年
と
な
り
ま
す
。

乙
（
き
の
と
）
と
い
う
字
は
辞

書
に
よ
る
と
植
物
が
曲
が
り
く
ね

っ
て
芽
生
え
る
様
が
由
来
と
さ
れ

ま
す
。
こ
こ
か
ら
私
は
朝
顔
の
よ

う
な
ツ
ル
植
物
を
連
想
す
る
の
で

す
が
、
四
柱
推
命
に
お
い
て
も
日

干
「
乙
」
の
人
は
基
本
的
に
柔
和

で
穏
や
か
、
愛
嬌
が
あ
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
さ
に
お
花
が
咲
く
ツ
ル
植
物
の

印
象
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

御
存
知
の
通
り
ツ
ル
植
物
と
言

え
ば
自
立
す
る
の
で
は
な
く
〝
側

に
立
っ
て
い
る
棒
〟
に
巻
き
つ
い

た
り
、
あ
る
い
は
壁
に
這
う
形
で

伸
び
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ポ
ー
ル

や
壁
が
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
れ

ば
い
る
ほ
ど
大
き
な
花
を
咲
か
せ

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
２
０
２
５
年

は
〝
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
〟
が
大

き
な
テ
ー
マ
に
な
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
夫
婦
・
恋
人
の
み
な
ら
ず
、

仕
事
や
社
会
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

関
し
て
も
「
ど
の
よ
う
な
人
物
、

ど
の
よ
う
な
団
体
と
御
縁
を
持
つ

か
？
」
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
や
結

果
が
大
き
く
変
わ
る
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
で
す
。
そ
の
際
、
頼
る
頼
ら

れ
る
と
い
う
関
係
だ
け
で
は
な
く

お
互
い
が
プ
ラ
ス
を
与
え
あ
え
る

関
係
に
な
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
「
朝
顔
は
ポ
ー

ル
が
あ
る
か
ら
こ
そ
伸
び
て
花
を

咲
か
せ
ら
れ
る
」
し
「
ポ
ー
ル
は

単
体
で
は
存
在
感
が
無
い
が
花
を

ま
と
う
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
」
と

い
う
よ
う
に
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ

を
意
識
す
る
こ
と
で
個
人
や
企
業

の
発
展
が
果
た
さ
れ
る
よ
う
な
暗

示
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
も
う
一
つ
「
巳
」
の

年
に
つ
い
て
。
十
二
支
の
成
り
立

ち
は
元
々
は
植
物
の
成
長
過
程
を

表

し

て

い

る

と

言

わ

れ

ま

す

が

「
巳
」
に
関
し
て
だ
け
は
初
め
か

ら
動
物
の
ヘ
ビ
を
象
っ
て
い
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
植
物
が
ど
ん
ど

ん
生
長
し
て
伸
び
て
い
く
様
子
を
、

ヘ
ビ
が
鎌
首
を
も
た
げ
る
様
に
例

え
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

さ
て
、
ヘ
ビ
と
い
う
の
は
「
絶

対
に
後
ろ
に
下
が
ら
な
い
」
生
き

物
の
象
徴
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

一
見
ク
ネ
ク
ネ
曲
が
り
く
ね
っ
て

い
る
そ
の
姿
か
ら
は
イ
メ
ー
ジ
し

に
く
い
の
で
す
が
、
実
は
ウ
ロ
コ

の
付
き
方
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て

「
バ
ッ
ク
は
出
来
な
い
身
体
の
つ

く
り
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

身
体
を
左
右
に
く
ね
ら
せ
て
前
に

進
む
ヘ
ビ
の
姿
を
我
々
の
人
生
に

置
き
換
え
て
み
る
と
「
途
中
で
ど

ん
な
に
悩
ん
だ
り
迷
っ
た
り
し
た

と
し
て
も
、
結
果
と
し
て
必
ず
前

に
進
ん
で
い
る
！
」
と
い
う
哲
学

に
ピ
ッ
タ
リ
当
て
は
ま
る
の
で
す
。

自
然
災
害
に
戦
争
、
病
気
、
不

況
に
よ
る
困
窮
な
ど
私
た
ち
の
心

身
を
脅
か
す
事
象
は
絶
え
間
な
く

起
こ
り
ま
す
。
し
か
し
人
類
は
ヘ

ビ
の
前
進
す
る
が
如
く
、
そ
れ
ら

の
問
題
を
す
り
抜
け
、
切
り
抜
け
、

今
日
ま
で
発
展
を
続
け
て
き
ま
し

た
。
本
年
も
お
そ
ら
く
様
々
な
難

局
を
乗
り
越
え
る
知
恵
や
工
夫
、

発
明
や
発
見
が
現
出
す
る
年
と
な

る
で
し
ょ
う
。

易
学
は
太
古
か
ら
続
く
人
類
の

叡
智
。
新
た
な
前
進
の
礎
と
な
り

ヒ
ン
ト
と
な
る
要
素
を
存
分
に
含

ん
だ
学
問
で
す
。
私
た
ち
も
真
摯

に
易
学
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
参

り
ま
し
ょ
う
。

組
合
員
関
係
者
皆
様
方
の
さ
ら

な
る
御
多
幸
御
健
勝
御
活
躍
を
祈

念
致
し
ま
し
て
新
年
の
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

『
日
本
に
お
け
る
五
徳
』

ご

と

く

副
理
事
長

萃

理

五
徳
と
は
、
東
方
の
仁
徳
、
西
方

の
義
徳
、
南
方
の
礼
徳
、
北
方
の
智

徳
、
中
央
の
信
徳
、
儒
教
で
説
く
五

つ
の
徳
目
で
五
常(

ご
じ
ょ
う)

五
常

ご
じ
ょ
う

と
も
言
い
ま
す
。

人
が
守
る
べ
き
５
つ
の
項
目
で
、

五
徳
を
広
げ
て
行
く
こ
と
で
理
想
的

な
人
の
道
を
歩
ん
で
い
け
る
と
の
考

え
方
で
す
。
人
間
関
係
や
社
会
と
の

関
わ
り
を
築
く
指
針
と
な
り
ま
す
。

仁
と
は
：
他
人
へ
の
思
い
や
り
。
人

を
愛
す
る
事
。
相
手
が
良
く
な
っ
て

欲
し
い
と
願
い
接
す
る
事
。

義
と
は
：
人
と
し
て
正
し
い
行
い
を

す
る
こ
と
。
私
利
私
欲
に
走
ら
な
い

こ
と
。
な
す
べ
き
事
を
す
る
事
。

礼
と
は
：
社
会
秩
序
を
円
滑
に
す
る

た
め
の
礼
儀
。
他
人
へ
の
敬
意
。

智
と
は
：
知
識
を
得
て
理
性
を
持
っ

て
正
し
い
判
断
が
で
き
る
能
力
。

信
と
は
：
信
用
、
信
頼
。
誠
実
で
約

束
を
守
る
。
仁
義
礼
智
を
身
に
つ
け

て
こ
そ
生
ま
れ
る
も
の
。



こ
の
五
つ
の
行
為
は
、
自
分
が
置

か
れ
て
い
る
立
場
を
超
え
、
上
の
者

と
も
下
の
者
と
も
対
等
な
人
間
と
し

て
の
世
界
が
広
が
る
方
法
と
し
て
生

ま
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
が
日
本
に
根
付
い
た
時
に
は
、

支
配
者
が
都
合
の
良
い
よ
う
に
使
い
、

五
徳
の
法
を
身
分
制
度
の
中
に
取
り

入
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
特
に
徳
川

幕
府
の
政
策
に
は
、
こ
の
縦
横
の
思

想
が
至
る
と
こ
ろ
で
活
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
古
代
中
国
人
が
目
指
し
た
本

来
の
思
想
は
生
か
さ
れ
ず
、
徳
川
家

に
と
っ
て
の
最
良
の
策
と
し
て
、
日

本
の
社
会
を
五
分
類
し
た
こ
と
に
始

ま
り
ま
す
。

公
士
農
工
商
の
五
種
に
分
け
て
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
守
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
と
し
て
道
徳

的
に
取
り
扱
っ
た
の
で
す
。
こ
の
方

法
は
五
行
説
に
則
っ
た
縦
横
思
考
な

の
で
あ
り
ま
す
が
、
東
西
南
北
中
央

の
配
分
に
お
い
て
「
徳
川
家
」
を
中

央
に
位
置
せ
し
め
た
の
で
す
。
（
こ

の
方
法
は
古
代
中
国
の
皇
帝
も
多
く

使
っ
た
方
法
で
あ
る
の
で
当
た
り
前

の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。
）

そ
こ
で
、
物
を
生
産
す
る
者
（
農

工
）
た
ち
は
守
り
の
方
向
で
あ
る
東

方
に
位
置
せ
し
め
、
他
の
諸
侯
は
徳

川
家
の
補
佐
を
勤
め
る
立
場
と
し
て

西
方
に
位
置
せ
し
め
、
南
方
に
配
し

た
商
人
や
一
般
町
人
に
は
流
通
の
意

味
と
し
て
取
り
扱
い
、
流
通
の
道
具

で
あ
る
金
銭
に
直
接
携
わ
る
者
と
し

ま
し
た
。
一
方
、
北
方
の
公
家
に
対

し
て
は
、
目
上
と
し
て
の
立
場
で
は

あ
る
が
、
隠
居
扱
い
と
し
て
い
ま
す
。

東
方
に
配
さ
れ
た
農
民
、
工
民
た

ち
は
、
守
る
こ
と
を
旨
と
し
ま
し
た
。

守
る
と
は
、
動
か
な
い
こ
と
。
そ
の

土
地
、
そ
の
業
を
守
り
抜
く
と
い
う

教
え
と
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
「
仁

徳
」
の
場
所
で
あ
る
た
め
、
和
合
に

よ
っ
て
集
団
で
守
る
こ
と
を
政
策
と

し
て
い
ま
す
。

南
方
に
配
さ
れ
た
商
人
、
町
人
の

世
界
は
「
礼
徳
」
を
旨
と
さ
せ
、
ま

た
、
伝
達
の
場
所
で
あ
る
た
め
世
の

中
の
動
き
を
知
ら
し
め
る
諸
々
の
報

告
義
務
を
作
っ
て
い
ま
す
。

補
佐
の
位
置
で
あ
る
西
方
の
武
士
、

諸
侯
は
中
央
「
徳
川
家
」
を
支
え
る

役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
。
「
義
」
を

持
っ
て
世
の
中
の
補
佐
足
ら
ん
と
す

れ
ば
中
央
と
運
命
共
同
体
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ず
、
長
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
立
場
に
い
ま
す
。
端
的
に
い
え
ば
、

徳
川
家
（
長
）
が
な
く
な
れ
ば
、
自

分
（
補
佐
）
の
価
値
も
な
く
な
る
か

ら
で
す
。

北
方
に
配
す
る
こ
と
は
「
智
徳
」

で
あ
り
、
行
動
で
は
な
い
の
で
す
。

従
っ
て
、
公
家
に
対
し
て
は
習
慣
、

仕
来
り
、
伝
統
を
守
ら
せ
、
ま
た
、

知
る
権
利
だ
け
を
与
え
、
世
の
中
の

隠
居
扱
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。

こ
の
よ
う
に
徳
川
家
流
五
徳
は
、

組
織
作
り
に
お
い
て
大
い
に
自
然
界

の
摂
理
を
活
用
し
て
、
日
本
国
内
の

組
織
と
し
て
三
百
年
に
近
い
歳
月
を

守
り
抜
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
五
徳

の
意
味
合
い
を
身
分
制
度
で
覆
っ
て

し
ま
っ
た
徳
川
家
流
五
徳
は
、
西
方

義
徳
を
単
に
攻
撃
の
世
界
と
捉
え
て

い
る
た
め
「
武
士
た
る
者
、
義
を
も

っ
て
本
分
と
す
る
」
と
い
う
教
え
に

な
り
、
自
分
に
対
す
る
攻
撃
も
必
要

で
、
責
任
を
取
っ
て
自
分
に
刃
を
向

け
る
覚
悟
が
あ
る
か
と
の
考
え
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
武
士
だ
け
に
切

腹
を
許
し
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な

思
考
が
生
ま
れ
た
た
め
な
の
で
す
。

し
か
し
、
五
徳
の
解
釈
が
徳
川
家

流
の
ま
ま
戦
後
ま
で
続
い
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
古
代
中
国
と
は
違
う
日
本

独
特
の
世
界
を
作
っ
て
い
ま
す
。
明

治
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
三
百
年

近
く
も
培
わ
れ
た
民
族
の
発
想
が
突

然
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
軍

人
の
あ
り
方
の
手
本
と
な
り
ま
し
た
。

三
百
年
か
か
っ
て
出
来
上
が
っ
た
考

え
方
は
、
最
低
百
五
十
年
を
経
て
変

化
期
に
入
り
、
完
全
に
変
わ
る
ま
で

三
百
年
近
く
か
か
る
事
で
し
ょ
う
。

明
治
元
年
（
１
８
６
９
年
）
か
ら
数

え
て
、
１
５
０
年
目
は
令
和
元
年
（
２

０
１
９
年
）
で
す
。
こ
の
頃
か
ら
物

の
考
え
方
や
世
の
中
の
形
態
が
少
し

ず
つ
変
化
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

昭
和
３
０
年
以
前
に
は
、
軍
人
の

世
界
の
中
に
は
武
士
道
的
な
観
念
を

持
つ
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
戦
後

は
軍
隊
経
験
を
持
つ
人
た
ち
が
敗
戦

後
の
日
本
を
成
長
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
頃
は
ま
だ
古
風
な
日
本
が
残
っ

て
い
た
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
以
後
、
若
者
た
ち
の
間
に
過
去
の

武
士
道
精
神
は
身
に
つ
か
ず
新
し
い

価
値
観
が
芽
生
え
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
巨
大
社
会
に
向
け
て
の
準
備

で
あ
り
形
と
方
法
を
伴
わ
な
い
形
而

上
的
道
徳
は
受
け
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

新
し
い
常
識
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た

の
で
す
。
ま
た
、
道
徳
か
ら
良
識
へ

の
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

武
士
道
的
道
徳
を
大
き
く
な
っ
た
社

会
で
活
用
す
れ
ば
、
極
端
な
縦
社
会

と
な
っ
て
一
部
の
指
導
者
に
よ
っ
て

全
体
主
義
の
歯
車
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
人
間
個
人
の
「
個
」
は
生
ま

れ
ず
、
全
体
主
義
に
よ
っ
て
右
へ
走

ら
さ
れ
、
左
へ
走
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

変
化
の
真
っ
最
中
で
あ
る
こ
の
時
代

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
合
っ
た
五

徳
を
活
用
し
良
識
あ
る
社
会
に
な
る

よ
う
「
個
」
を
持
っ
て
進
ん
で
行
く

努
力
を
し
た
い
も
の
で
す
。

『
新
し
い
年
を

迎
え
て
想
う
』

副
理
事
長

清
水

泰
帆

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
、
良
き
お
正
月
を
お
迎
え

の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
去
年
は
一

月
一
日
か
ら
能
登
の
大
変
な
地
震

の
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
参
り

ま
し
て
、
日
本
全
国
が
騒
然
と
し
、

被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
の
お
心
を

思
い
ま
す
と
、
何
も
出
来
な
い
私

は
、
は
が
ゆ
い
ば
か
り
で
し
た
。

今
年
は
ど
う
か
、
一
歩
で
も
心
身

共
に
前
に
向
い
て
歩
い
て
い
か
れ

る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
ご
ざ
い

ま
す
。

さ
て
、
今
年
は
再
生
の
年
。
色

々
な
事
の
細
か
な
部
分
を
官
民
一

体
と
な
り
、
二
黒
土
星
が
中
央
に

座
し
ま
す
。
四
柱
推
命
は
乙
己
と
、

こ
れ
も
細
や
か
な
心
の
優
し
さ
で

巳
は
お
金
に
縁
の
あ
る
年
回
り
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
・
世
界

共
に
表
面
は
良
好
に
見
え
ま
す
が
、

内
部
に
潜
む
あ
ら
ゆ
る
事
態
の
改

善
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

多
く
の
事
を
一
つ
一
つ
改
善
し
て

い
く
の
は
大
変
な
作
業
で
す
が
、

一
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
申
し
ま

す
と
、
健
康
保
険
証
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
一
つ
に
す
る
マ
イ

ナ
保
険
証
の
作
成
が
ご
ざ
い
ま
す
。

私
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
持

っ
て
は
い
ま
す
が
、
移
行
は
こ
れ

か
ら
で
す
。
待
機
時
間
は
一
年
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
も
急
ぎ
ま

す
。以

前
か
ら
２
０
２
５
年
問
題
に

直
面
し
て
お
り
ま
す
、
団
塊
の
世

代
が
全
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、

職
場
の
人
材
不
足
と
も
繋
が
っ
て

参
り
ま
す
。
働
く
高
齢
者
と
し
て

数
々
の
職
場
の
人
材
不
足
を
補
っ

て
参
り
ま
し
た
が
、
体
力
共
に
社

会
で
の
活
躍
を
一
度
見
直
す
年
が

参
り
ま
し
た
。
そ
の
補
い
と
し
て

Ａ
Ｉ
の
活
用
は
不
可
欠
と
言
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

去
年
の
１
１
月
２
０
日
か
ら
、

占
星
術
で
は
土
の
世
界
か
ら
風
の

世
界
と
移
行
し
、
と
ど
ま
っ
て
い

た
事
が
前
に
動
き
出
し
た
と
の
こ

と
。
今
ま
で
の
、
こ
う
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
、
あ
あ
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
規
律
や
制
度
が

見
直
さ
れ
る
時
代
が
来
た
よ
う
で

す
。
今
の
私
に
は
少
し
つ
い
て
行

け
な
い
事
も
起
き
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
懸
念
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
年
の
二
黒
土
星
の
慈
愛
の
心
を

持
ち
、
何
事
も
進
め
て
頂
け
れ
ば
、

心
痛
も
少
な
く
、
心
地
良
く
問
題

が
解
決
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。

令
和
六
年
の
オ
ー
タ
ム
ナ
イ
ト

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
一
般
財
団
法
人

・
日
本
ペ
ッ
プ
ト
ー
ク
普
及
協
会

の
第
一
人
者
、
滝
川
洋
輝
先
生
を

お
招
き
し
て
『
今
日
か
ら
使
え
る
！

ペ
ッ
プ
ト
ー
ク
～
や
る
気
を
引
き

出
す
言
葉
の
力
～
』
の
講
演
を
拝

聴
し
ま
し
た
。
言
葉
の
力
と
占
い

の
持
っ
て
い
る
、
人
を
力
づ
け
る

力
も
ペ
ッ
プ
ト
ー
ク
と
し
て
鑑
定

に
お
越
し
に
な
っ
た
お
客
様
を
、

言
葉
で
や
る
気
を
起
こ
し
、
一
歩

前
に
進
ん
で
頂
け
る
と
信
じ
て
お

り
ま
す
。
滝
川
洋
輝
先
生
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令
和
六
年
２
０
２
４
年
の
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
は
日
本
の
『
日
本
被

団
協
』
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

ノ

ー
モ
ア
核
兵
器
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

『
世
界
の
核
兵
器
廃
絶
に
向
け
た

努
力
と
核
兵
器
が
二
度
と
使
わ
れ



て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
本
人
達
の

証
言
を
通
し
て
示
し
た
こ
と
』
を

評
価
し
て
の
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

世
界
で
た
だ
一
つ
の
被
爆
国
で
あ

る
日
本
が
、
現
在
も
続
い
て
い
る

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
に

一
つ
の
終
止
符
を
打
つ
た
め
の
布

石
と
し
て
、
世
界
の
ノ
ー
ベ
ル
平

和
賞
を
授
与
し
、
一
石
を
投
じ
ま

し
た
。
い
つ
の
日
か
世
界
に
平
和

な
日
が
訪
れ
る
こ
と
を
切
に
願
っ

て
お
り
ま
す
。

毎
年
、
夏
の
暑
さ
が
長
く
続
き
、

秋
の
過
ご
し
や
す
い
季
節
が
短
く

な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
為

に
健
康
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
心

配
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
か
、

幸
せ
で
健
康
な
一
年
を
お
過
ご
し

下
さ
る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
お
り

ま
す
。

京
都
府
易
道
協
同
組
合
は
和
の

精
神
を
持
ち
、
皆
様
と
共
に
前
進

し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ

し
て
又
お
会
い
で
き
る
日
を
楽
し

み
に
致
し
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

『
三
種
の
神
器
と
は
何
か
』

理
事

本
城

聖
象

皆
様
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
令
和
七
年
乙
巳

歳
、
皇
紀
二
六
八
五
年
の
聖
寿
を

迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

謹
ん
で
皇
室
の
弥
栄
と
、
日
本
国
、

世
界
の
安
穏
平
和
を
祈
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

さ
て
、
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は

「
光
る
君
へ
」
と
い
う
、
紫
式
部

を
主
人
公
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
印
象
的
な
シ

ー
ン
と
し
て
記
憶
し
て
お
り
ま
す

の
は
、
花
山
天
皇
を
強
引
に
出
家

さ
せ
、
そ
の
間
に
一
条
天
皇
を
即

位
さ
せ
る
寛
和
の
変
の
シ
ー
ン
で

す
。
寛
和
二
年
六
月
二
十
三
日
の

明
け
方
、
花
山
天
皇
は
藤
原
道
兼

の
勧
め
に
従
っ
て
内
裏
を
出
て
山

科
の
元
慶
寺
に
向
か
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
確
認
し
た
藤
原
兼
家
は
清

涼
殿
に
残
さ
れ
た
三
種
の
神
器
を

皇
太
子
の
居
所
で
あ
る
凝
花
舎
に

移
し
、
内
裏
諸
門
を
封
鎖
し
ま
し

た
。
藤
原
義
懐
が
事
態
を
知
っ
た

時
に
は
既
に
花
山
天
皇
は
元
慶
寺

に
お
い
て
出
家
を
済
ま
せ
た
後
で

あ
り
、
義
懐
も
側
近
の
藤
原
惟
成

と
と
も
に
元
慶
寺
に
お
い
て
出
家

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
更
に
当
時

の
関
白
藤
原
頼
忠
も
摂
関
の
地
位

を
失
う
こ
と
に
な
り
、
事
実
上
失

脚
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
寛
和
の

変
の
あ
ら
ま
し
で
す
が
、
こ
の
シ

ー
ン
で
、
重
要
に
な
っ
た
の
は
、

三
種
の
神
器
を
移
す
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
す
。

三
種
の
神
器
と
は
十
分
ご
存
じ

で
し
ょ
う
が
、
日
本
神
話
に
お
い

て
、
天
孫
降
臨
の
際
に
ア
マ
テ
ラ

ス
（
天
照
大
神
）
が
ニ
ニ
ギ
（
瓊

瓊
杵
尊
、
邇
邇
芸
命
）
に
授
け
た

三
種
類
の
宝
物
、
す
な
わ
ち
八
咫

鏡
・
天
叢
雲
剣
（
草
薙
剣
）
・
八
尺

瓊
勾
玉
の
総
称
で
す
。
ま
た
、
こ

れ
と
同
一
と
さ
れ
る
、
日
本
の
歴

代
天
皇
が
古
代
よ
り
レ
ガ
リ
ア
（
天

皇
の
象
徴
と
な
る
物
品
）
と
し
て

伝
世
し
て
き
た
三
種
類
の
宝
物
を

指
し
ま
す
。

八
咫
鏡
（
や
た
の
か
が
み
）
は
、

記
紀
神
話
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
（
天

照
大
神
、
天
照
大
御
神
）
が
天
岩

戸
に
隠
れ
た
岩
戸
隠
れ
の
際
、
イ

シ
コ
リ
ド
メ
（
石
凝
姥
命
）
が
作

っ
た
と
い
う
鏡
で
す
。
ア
マ
テ
ラ

ス
が
岩
戸
を
細
く
開
け
た
時
、
こ

の
鏡
で
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
を
映
し
、

興
味
を
持
た
せ
て
外
に
引
き
出
し
、

再
び
世
は
明
る
く
な
っ
た
、
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
八
咫
鏡
は
、
一
般

に
「
銅
鏡
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

が
、
材
質
が
公
開
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
古
事
記
で
は
、
「
高

天
原
の
八
百
万
の
神
々
が
天
の
安

河
に
集
ま
っ
て
、
川
上
の
堅
石
（
か

た
し
は
）
を
金
敷
に
し
て
、
金
山

の
鉄
を
用
い
て
作
ら
せ
た
」
と
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
は
「
鉄

鏡
」
（
＝
黒
い
鏡
）
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
。

こ
の
本
体
は
、
（
伊
勢
）
神
宮
の

内
宮
の
御
神
体
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
叢
雲
剣
（
あ
ま
の
む
ら
く
も

の
つ
る
ぎ
）
は
「
草
薙
剣
（
く
さ

な
ぎ
の
つ
る
ぎ
）
」
と
も
称
さ
れ
る

剣
の
正
式
名
称
で
、
『
古
事
記
』
で

は
「
草
那
藝
之
大
刀
」
と
記
さ
れ

る
。
記
紀
神
話
で
は
ス
サ
ノ
オ
（
須

佐
之
男
命
、
素
戔
嗚
尊
）
が
出
雲

・
簸
川
上
（
ひ
の
か
わ
か
み
、
現

・
島
根
県
安
来
地
方
の
中
国
山
地

側
、
仁
多
郡
奥
出
雲
町
域
）
で
倒

し
た
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
（
八
岐
大

蛇
）
の
尾
か
ら
出
て
き
た
剣
で
す
。

の
ち
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（
日
本
武

尊
）
が
譲
り
受
け
、
移
動
中
、
周

り
を
火
で
囲
ま
れ
た
時
、
自
ら
の

周
り
の
草
を
薙
ぎ
、
火
打
石
で
草

を
焼
い
た
と
き
に
帯
刀
し
て
い
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
駿
河
国
（
現

・
静
岡
県
中
部
・
北
東
部
）
の
地

名
「
焼
津
」
は
こ
の
と
き
草
を
焼

い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
本
体
は
、
熱
田
神
宮
の
御

神
体
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

八
尺
瓊
勾
玉
（
や
さ
か
に
の
ま

が
た
ま
）
は
「
八
坂
瓊
曲
玉
」
と

も
書
き
ま
す
。
大
き
な
玉
（
ぎ
ょ

く
）
で
作
っ
た
勾
玉
で
あ
り
、
一

説
に
、
八
尺
の
緒
に
繋
い
だ
勾
玉

と
も
さ
れ
る
。
岩
戸
隠
れ
の
際
に

玉
祖
命
が
作
り
、
八
咫
鏡
と
と
も

に
榊
の
木
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
体
の
み
、

宮
中
に
代
々
伝
わ
っ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
で
は
歴
代
天
皇

の
即
位
時
の
記
述
に
お
い
て
、
「
璽

符
」
（
允
恭
紀
）
・
「
璽
」
（
清
寧
紀
、

顕
宗
紀
）
・
「
璽
印
」
（
推
古
紀
、
舒

明
紀
）
・
「
璽
綬
」
（
孝
徳
紀
）
と
い

う
、
種
類
を
特
定
で
き
な
い
表
現

の
み
を
用
い
て
い
ま
す
。
持
統
紀

よ
り
前
の
時
代
で
具
体
的
に
種
類

を
記
し
て
い
る
の
は
継
体
紀
と
宣

化

紀

の

2

紀

の

み

で

、

そ

れ

は

「
鏡
」
と
「
剣
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。か

つ
て
は
こ
れ
を
論
拠
と
し
て
、

「
元
々
の
神
器
は
鏡
と
剣
の
二
つ

で
、
の
ち
に
中
臣
氏
が
三
種
説
を

主
張
し
て
勾
玉
が
加
わ
っ
た
」
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
四
～

五
世
紀
の
豪
族
の
古
墳
の
副
葬
品

に
鏡
・
剣
・
玉
の
三
点
一
組
が
頻

繁
に
み
ら
れ
る
と
い
う
考
古
学
的

知
見
に
、
海
外
に
も
日
本
の
三
種

の
神
器
に
類
似
し
た
品
々
か
ら
な

る
三
点
一
組
を
王
位
の
レ
ガ
リ
ア

と
す
る
神
話
が
あ
っ
て
世
界
中
に

分
布
し
て
い
る
と
い
う
比
較
神
話

学
知
見
、
並
び
に
、
「
鏡
剣
」
ま
た

は
「
剣
鏡
」
と
書
い
て
「
玉
」
を

略
す
の
は
漢
文
の
修
辞
法
上
の
問

題
で
、
実
際
の
品
数
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
漢
文
の
修

辞
法
上
の
観
点
か
ら
、
も
と
も
と

三
点
一
組
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
景
行
天
皇
が
筑

紫
に
行
幸
し
た
際
、
県
主
が
、
賢

木
（
さ
か
き
）
の
上
枝
に
白
銅
鏡

（
ま
そ
か
が
み
）
、
中
枝
に
十
握
剣
、

下
枝
に
八
尺
瓊
の
玉
を
掛
け
て
出

迎
え
、
他
の
県
主
の
時
も
、
上
枝

に
八
尺
瓊
の
玉
、
中
枝
に
鏡
、
下

枝
に
十
握
剣
を
掛
け
て
出
迎
え
た

と
の
伝
承
も
、
後
世
の
造
作
で
は

な
く
、
古
い
祭
祀
の
形
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
近
江
令

ま
で
は
三
種
で
あ
っ
た
の
を
な
ぜ

か
飛
鳥
浄
御
原
令
で
二
種
と
し
、

そ
の
後
ま
た
三
種
に
戻
さ
れ
た
と

す
る
説
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
の
私
見
を
述
べ

ま
す
と
、
な
ぜ
剣
な
の
か
、
な
ぜ
、

鏡
な
の
か
、
な
ぜ
勾
玉
な
の
か
、

を
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
剣
は
男
性
器
の
象
徴

で
あ
り
、
男
性
を
意
味
す
る
も
の
、

鏡
は
女
性
器
の
象
徴
で
あ
り
女
性

を
意
味
す
る
も
の
、
で
あ
っ
た
の

で
す
。
そ
し
て
男
女
の
性
交
に
よ

っ
て
、
胎
児
で
あ
る
勾
玉
が
生
ま

れ
ま
す
。
勾
玉
の
形
は
日
本
独
特

の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
陰
陽
の

太
極
図
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
胎
児
が
母
体
の
中
に
い
る

姿
の
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
見
る
と
、
神

器
が
二
つ
で
あ
っ
た
理
由
も
、
三

つ
で
あ
る
理
由
も
解
決
す
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
父
親
と
し
て
の
剣
、

母
親
と
し
て
の
鏡
、
子
と
し
て
の

勾
玉
が
存
在
し
え
る
の
で
あ
り
、

神
社
に
お
け
る
真
榊
と
言
う
、
五

色
の
布
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
祭

器
具
を
ご
覧
に
な
っ
た
事
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
。

左
右
一
対
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
向
か
っ
て
右
側
に
は
、
鏡
と

勾
玉
、
左
側
に
は
剣
が
吊
ら
れ
て

い
る
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
神

道
的
に
見
れ
ば
、
向
か
っ
て
右
側

（
神
か
ら
見
て
左
）
が
上
位
に
当

た
り
、
鏡
（
神
か
ら
見
て
左
）
、
剣

（
神
か
ら
見
て
右
）
、
勾
玉
（
神
か

ら
見
て
左
）
と
順
位
が
下
が
る
よ

う
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
神
か
ら

見
て
遠
い
方
が
下
位
）

さ
て
、
そ
の
点
か
ら
見
て
み
る

と
、
女
性
を
意
味
す
る
鏡
が
、
男

性
を
意
味
す
る
剣
よ
り
上
位
に
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
話

に
お
い
て
も
、
鏡
と
勾
玉
は
天
に

よ
っ
て
作
ら
れ
、
剣
は
地
に
お
い

て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
考
え

る
と
、
天
＝
父
、
地
＝
母
と
す
る

考
え
と
は
か
み
合
わ
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

む
し
ろ
、
天
は
高
天
原
に
お
け

る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
女
性
で
あ
り
、

地
は
ス
サ
ノ
オ
の
男
性
で
あ
る
、

と
神
話
や
神
器
は
教
え
て
く
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
天
＝
父
、
地
＝
母
と

す
る
考
え
方
は
、
一
神
教
や
古
代

中
国
の
男
性
優
位
の
思
考
の
産
物

で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
、
母

性
こ
そ
が
子
を
産
み
育
む
神
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、

後
に
男
性
優
位
に
立
つ
思
考
の
方

が
都
合
が
い
い
人
の
手
に
よ
っ
て
、

意
味
合
い
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

古
文
書
の
中
に
は
、
女
性
が
祭

祀
王
、
男
性
が
統
治
王
に
よ
っ
て

国
は
治
ま
る
と
す
る
考
え
が
あ
り
、

こ
れ
が
、
後
に
祭
祀
王
と
し
て
の

天
皇
、
統
治
王
と
し
て
の
将
軍
や

総
理
大
臣
と
し
て
形
を
変
え
て
伝

わ
っ
て
く
る
日
本
独
自
の
統
治
形

態
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
日

本
は
本
来
、
天
皇
は
男
性
で
あ
る

必
要
は
無
く
（
そ
も
そ
も
皇
祖
神

が
女
性
）
、
皇
統
に
属
す
る
男
子
だ

け
が
天
皇
に
な
る
と
い
っ
た
、
皇

室
典
範
は
明
治
期
の
産
物
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。



そ
う
い
っ
た
点
か
ら
見
て
も
、

日
本
の
本
来
あ
る
べ
き
形
態
を
も

う
一
度
見
直
し
、
皇
室
の
在
り
方
、

日
本
の
在
り
方
を
考
え
る
き
っ
か

け
を
三
種
の
神
器
は
教
え
て
く
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。本

年
も
、
皆
様
の
御
多
幸
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

毎
回
恒
例
の
お
詫
び
を
こ
こ
で
。

い
つ
も
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
締
め
切
り

を
延
ば
し
て
く
れ
い
る
理
事
長
先

生
、
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
回
も
予
定
通
り
遅
れ
ま

し
た
。

《
行
事
写
真
》

☆
九
月
八
日
。
オ
ー
タ
ム
ナ
イ
ト
セ

ミ
ナ
ー
に
て
。
（
於
・
ホ
テ
ル
京
都

エ
ミ
ナ
ー
ス
）

☆
十
月
三
十
日
。
京
都
府
中
小
企
業

団
体
中
央
会
様
主
催
の
異
業
種
交
流

会
に
出
展
。
（
於
・
み
や
こ
メ
ッ
セ
）

☆
十
一
月
六
日
。
組
合
慰
霊
祭
に
て
。

（
於
・
霊
山
観
音
）

組
合
だ
よ
り

行
事
報
告

◇
九
月
八
日
（
日
）
ホ
テ
ル
京

都
エ
ミ
ナ
ー
ス
に
て
オ
ー
タ
ム

ナ
イ
ト
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま

し
た
。
ア
サ
ー
ド
株
式
会
社

代

表
取
締
役

滝
川
洋
輝

先
生
に

よ
る
『
今
日
か
ら
使
え
る
！
ペ

ッ
プ
ト
ー
ク
～
や
る
気
を
引
き

出
す
言
葉
の
力
～
』
の
御
講
演

が
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

◇
九
月
二
十
二
日
（
日
）
大
阪

・
國
民
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
日
本
易
学
連
合
会
・
近
畿
支

部
様
の
秋
期
研
修
会
に
泰
志
龍

理
事
長
が
出
席
致
し
ま
し
た
。

◇
十
月
十
二
日
（
土
）
ホ
テ
ル

ア
ウ
ィ
ー
ナ
大
阪
に
て
開
催
さ

れ
ま
し
た
、
子
平
館
様
の
研
修

会
お
よ
び
懇
親
会
「
子
平
祭
」

に
泰
志
龍
理
事
長
が
出
席
致
し

ま
し
た
。

◇
十
一
月
六
日
（
水
）
霊
山
観

音
に
お
い
て
組
合
物
故
者
慰
霊

祭
が
営
ま
れ
、
出
席
者
一
同
に

よ
り
亡
き
先
達
諸
先
生
方
の
追

善
供
養
を
行
い
ま
し
た
。
法
要

後
に
は
、
が
ん
こ
三
条
本
店
に

お
い
て
懇
親
会
を
行
い
先
達
の

遺
徳
を
偲
び
つ
つ
参
加
者
相
互

の
親
睦
の
場
を
持
つ
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。

◇
新
年
会
開
催
の
お
知
ら
せ

別
途
ご
案
内
の
通
り
１
月
２

２
日
午
後
５
時
よ
り
京
都
・
岡

崎
公
園
近
く
の
「
岡
崎
庵
」
に

て
組
合
新
年
会
を
開
催
し
ま
す
。

楽
し
い
ゲ
ー
ム
も
企
画
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
ぞ
っ
て
御
参

加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。

◇
会
計
か
ら
の
お
願
い

令
和
六
年
度
年
会
費
（
一
万

三
千
円
・
名
誉
理
事
は
一
万
円
）

が
未
納
の
方
は
左
記
へ
お
振
り

込
み
又
は
ご
送
金
下
さ
い
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。
組
合
費
二
年
間
未
納
の
場

合
は
名
簿
整
理
上
、
理
事
会
の

承
認
を
得
て
除
籍
致
し
ま
す
。

振
込
先

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
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０
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事
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計
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井
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会
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宛
メ
ー
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◆

k
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a
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d
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.
n
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j
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《
編
集
後
記
》

既
に
コ
ロ
ナ
禍
も
今
は
昔
と
な

っ
た
か
の
よ
う
な
賑
わ
い
を
み
せ

て
い
る
世
の
中
と
は
言
え
、
個
人

的
に
は
な
か
な
か
あ
の
期
間
に
失

っ
た
感
覚
を
取
り
戻
せ
て
い
な
い

よ
う
な
気
が
す
る
数
年
で
し
た
。

し
か
し
そ
ん
な
中
で
も
徐
々
に
組

合
活
動
は
再
開
さ
れ
、
大
仏
竜
鳳

先
生
の
定
期
的
な
手
相
教
室
の
開

講
に
始
ま
り
、
今
年
は
当
組
合
主

催
の
「
手
相
学
検
定
」
も
開
催
が

予
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
積
極
的
な

取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
京

都
府
易
道
協
同
組
合
の
存
在
感
が

さ
ら
に
増
し
て
い
く
一
年
と
な
る

で
し
ょ
う
。
ま
た
今
年
は
手
相
以

外
の
占
術
も
学
ん
で
頂
け
る
よ
う

に
情
報
発
信
を
し
て
参
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
郵
便
料
金
も
大
幅
に

値
上
が
り
し
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の

促
進
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
情
勢

に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
の
で
、

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
さ
ら
に
活

用
し
て
頂
け
る
よ
う
に
取
り
組
ん

で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
今
回
は
組
合
副
理
事
長
の

萃
理
先
生
が
日
本
人
の
精
神
に
関

わ
る
貴
重
な
投
稿
を
下
さ
い
ま
し

た
が
、
通
信
未
投
稿
の
方
も
是
非

続
い
て
頂
き
、
業
界
に
関
す
る
こ

と
か
ら
近
況
報
告
ま
で
内
容
問
い

ま
せ
ん
の
で
ど
し
ど
し
お
寄
せ
下

さ
い
ま
せ
。
楽
し
み
に
し
て
お
り

ま
す
。

本
年
も
皆
様
の
御
健
勝
御
多
幸

を
祈
念
致
し
ま
す
と
共
に
、
組
合

活
動
へ
の
御
理
解
と
御
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。泰

志
龍

京
易
通
信
［
第
九
十
四
号
］

発
行
者
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龍

発
行
日

令
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行
所
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