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皆
様
、
新
た
な
年
を
迎
え
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

「
新
春
に
新
た
な
ス
タ
ー
ト
」
と
こ
の
春
に
は
新
庁
舎
が
開

庁
い
た
し
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
新
年
と
新
庁
舎
に
か
け

て
奈
良
時
代
の
遷せ
ん
と都
に
つ
い
て
記
し
ま
す
。

平へ
い
じ
ょ
う城

遷
都
が
行
わ
れ
た
の
は
、
和わ

ど
う銅

三
年
（
七
一
〇
）
春

二
月
の
こ
と
で
す
。
元げ

ん
め
い明

女
帝
ら
一
行
の
車し
ゃ
が駕

は
住
み
慣
れ

た
飛
鳥
の
地
を
離
れ
、
奈
良
盆
地
の
北
に
向
か
い
ま
す
。
こ

の
時
、
女
帝
が
そ
の
車
駕
を
長な
が
や屋
原は
ら
（
天
理
市
長な
が
え柄
付
近
）

に
停
め
、
故
郷
を
懐
か
し
ん
で
詠
ん
だ
の
が
次
の
歌
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き
て
い
な
ば
君
が
辺
り
は
見

え
ず
か
も
あ
ら
む
『
万
葉
集
』
巻
一‒

七
八
（
明
日
香
の
里

を
後
に
し
て
奈
良
の
都
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
な
た
の

家
の
あ
た
り
は
も
う
見
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
な
、
あ
な
た
に

も
う
逢
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
な
）。

こ
こ
で
車
駕
と
あ
り
ま
す
が
、
車
駕
と
は
天
子
の
輿こ

し

の

こ
と
で
、
車
輪
が
付
い
た
車
で
は
な
く
、
人
が
担
い
だ
乗
り

物
で
す
。
担
い
だ
人
た
ち
は
車く
る
ま
も
ち
べ

持
部
と
呼
ば
れ
る
職
能
集
団

の
人
々
で
す
。
ま
た
、
新
し
い
都
「
平
城
」
の
名
は
中
国
北

方
の
遊
牧
民
の
拓た

く

跋ば
つ

族
鮮せ
ん
ぴ卑

が
建
て
た
北ほ
く
ぎ魏

（
四
四
一
〜

五
三
四
）
の
首
都
、
平
城
城
（
山さ
ん

西せ
い

省し
ょ
う

大だ
い
ど
う
し

同
市
）
に
由
来
す

る
名
で
、
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
な
く
、
良
き
名
と
し
て
流
用

さ
れ
た
も
の
で
す
。

平
城
遷
都
完
成
に
至
る
経
緯
は
、
次
の
よ
う
な
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
で
し
た
。
文も

ん
む武

天
皇
の
慶け

い

雲う
ん

四
年
（
七
〇
七
）
に

計
画
さ
れ
、
翌
年
の
和
銅
元
年
二
月
に
は
平
城
遷
都
が
宣
言

さ
れ
、
新
都
の
建
設
に
あ
た
る
二
つ
の
組
織
、
造
ぞ
う
ぐ
う
し
ょ
う

宮
省
の
卿か
み

（
長
官
）
と
造

ぞ
う
き
ょ
う
の
つ
か
さ

京
司
の
任
命
が
あ
り
ま
し
た
。
十
二
月
に
は

地じ
ち
ん
さ
い

鎮
祭
が
あ
り
三
年
後
に
遷
都
と
な
っ
た
の
で
す
。
現
代
工

法
で
建
設
さ
れ
た
新
庁
舎
も
約
四
年
の
時
間
が
必
要
で
し
た

が
、
果
た
し
て
三
年
で
都
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
？
実
は

未
完
成
の
ま
ま
で
遷
都
し
た
よ
う
で
、
遷
都
翌
年
の
七
一
一

年
の
九
月
に
な
っ
て
も
「
諸
国
か
ら
民
を
徴

ち
ょ
う
は
つ発し

た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
逃
亡
者
が
多
く
宮
を
囲
む
垣
（
土
塀
）
も
未
完

成
で
、兵
器
庫
を
守
る
た
め
に
臨
時
の
監
視
を
兵
に
さ
せ
た
」

と
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
代
と
違
っ
て
新
都
決
定
の
条
件
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ

た
思
想
が
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
和
銅
元
年
の
遷
都
の
詔

み
こ
と
の
り

に
は
、「
平
城
の
地
、
四し

き
ん
ず

禽
図
に
叶か

な

い
、
三

さ
ん
ざ
ん
し
ず
め

山
鎮
を
作な

し
、

亀き
ぜ
い筮

並
び
に
従
う
。
宜
し
く
都と

ゆ
う邑

を
建
つ
べ
し
。」

四
禽
は
東
西
南
北
の
守
護
神
で
、
高
松
塚
古
墳
の
壁
画

で
有
名
に
な
っ
た
朱す
ざ
く雀
（
南
）、
青せ
い

龍り
ゅ
う（
東
）、
白び
ゃ
っ
こ虎
（
西
）、

玄げ
ん
ぶ武

（
北
）
の
こ
と
で
す
。
亀
筮
は
亀
の
甲こ
う
ら羅

と
筮ぜ
い
ち
く竹

（
お

み
く
じ
の
棒
の
よ
う
な
も
の
）
を
用
い
た
占
い
で
す
。

風
水
思
想
で
は
、
北
に
山
を
負
い
、
南
に
平
野
が
開
け
、

東
に
は
水
が
流
れ
、
西
に
は
大
道
が
通
っ
て
い
る
土
地
が
理

想
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
城
京
で
は
北
の
山
は
奈
良
山
丘
陵

で
あ
り
、
南
は
大
和
三
山
が
望
め
る
ほ
ど
の
平
野
で
す
。
宮

の
東
に
は
春
日
山
に
水
源
の
あ
る
佐
保
川
が
あ
り
ま
す
。
で

は
、
西
の
大
道
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
実
は
西
に
大
道
は
な

く
東
に
大
和
古
道
が
あ
り
ま
す
。
新
庁
舎
も
北
に
日
光
連

山
、東
に
田
川
、南
は
開
け
た
水
田
、そ
し
て
東
に
国
道
四
号
、

JR
、
新
四
号
国
道
と
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
平
城
京
と

一
致
し
ま
す
。
新
庁
舎
も
平
城
京
ク
ラ
ス
で
す
が
、
面
白
い

こ
と
に
こ
の
思
想
に
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
施
設
、
実
は
「
道

の
駅
し
も
つ
け
」
な
の
で
す
。

さ
ら
に
面
白
い
こ
と
を
も
う
二
つ
。
一
つ
は
、
四
禽
に
は

そ
れ
ぞ
れ
色
が
あ
り
ま
す
。
朱
雀
は
赤
、
青
龍
は
青
、
白
虎

は
白
、
玄
武
は
黒
で
す
。
相
撲
の
土
俵
の
吊
り
屋
根
に
も
そ

れ
ぞ
れ
の
色
の
房
が
あ
り
ま
す
。「
赤あ

か
ぶ
さ
し
た

房
下
」は
向む
こ
う正
面（
南
）

と
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
。
お
隣
の
茨
城
県
筑
波
学
園
都
市
に
も
四
神

相
応
の
思
想
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
に
創
ら
れ
た
新
興
科
学
都

市
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
園
都
市
に
入
る
際
の
道
路
脇
通
称

都
市
ゲ
ー
ト
（
高
さ
十
五
㍍
の
柱
で
道
の
両
側
に
各
三
本
の

計
六
本
）
は
方
位
ご
と
に
こ
の
四
色
で
塗
り
分
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
学
園
都
市
も
北
に
筑
波
山
が
あ
り
相
応
の
地
な
の
で

し
ょ
う
。


