
  
    

   

【謹
賀
新
年
】 

『
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
も
叱
咤
激
励
、
な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。 

』 

さ
ぁ
今
年
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。 

１
年
と
い
う
時
間
の
経
過
は
、
年
を
重
ね

る
ご
と
に
早
さ
を
増
し
て
い
く
様
な
気
が

い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

私
事
で
す
が
昨
年
は
荒
修
行
堂
で
お
正

月
を
迎
え
ま
し
た
。
と
は
言
え
、
修
行
場

で
は
、
お
正
月
も
何
も
関
係
な
く
一
日
一

日
が
粛
々
と
過
ぎ
て
い
く
毎
日
。
そ
の
修

行
場
で
、
お
正
月
ら
し
い
事
と
言
え
ば
、

冒
頭
の
ご
挨
拶
『
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。』
と
い
う
味
気
の
な
い
ご

挨
拶
が
、
伝
師
上
人
（
修
行
場
で
の
監
督
）

が
仰
る
く
ら
い
な
も
の
で
し
た
。
そ
ん
な

お
正
月
を
過
ご
し
、
２
月
１
０
日
に
成
満

（
無
事
に
修
行
の
課
程
を
修
了
）
す
る
や
、

そ
の
１
ヶ
月
後
、
３
月
１
１
日
、
千
年
に

１
度
と
言
わ
れ
る
未
曾
有
（
み
ぞ
う
）
の

『
東
日
本
大
震
災
』
。
地
震
と
大
津
波
に
よ 

 

 

り
、
沢
山
の
尊
い
命
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

苦
し
み
悲
し
み
か
ら
立
ち
上
が
る
精
神
力
を
、

世
界
一
持
っ
て
い
る
民
族
は
日
本
人
で
あ
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
証
拠
に
、
震
災

後
の
日
本
人
の
対
処
す
る
姿
を
見
て
、
感
動

し
共
感
し
た
世
界
の
人
々
。【
絆
】
と
い
う
一

文
字
が
昨
年
を
象
徴
す
る
漢
字
に
選
定
さ
れ

ま
し
た
。
あ
の
震
災
が
、
忘
れ
か
け
た
日
本

人
の
気
質
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
大
き
な
き

っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。
私
達
日
本
人
は
、

あ
の
震
災
を
シ
ッ
カ
リ
と
受
け
止
め
、
前
に

進
み
出
し
た
証
拠
が
【
絆
】
と
い
う
一
文
字

に
行
き
着
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

『
絆
』
と
い
う
漢
字
も
そ
う
で
す
が
、
糸
偏

の
漢
字
は
他
に
『
縁
・
線
・
総
・
結
・
組
・

級
・
紙
・
純
…
』
な
ど
な
ど
実
は
、
２
百
近

い
漢
字
が
あ
る
様
で
す
。
こ
れ
ら
の
漢
字
の

意
味
を
考
え
る
と
、
や
は
り
「
繋
が
り
」
と

い
う
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。「
繋
が
り
」
に
も
糸
と
い
う
漢
字
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
ね
。 

【繋
が
り
を
深
め
て
】 

昨
年
の
冬
至
【
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
絆
】
。
公
民
館
や
町
の
人
達

に
呼
び
掛
け
テ
ン
ト
村
を
出
店
。
ポ
ス
タ
ー

は
市
役
所
や
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
ス

コ
ー
ル
や
海
の
駅
な
ど
主
要
５
０
ヶ
所
以
上 

 

 

に
貼
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ラ
ジ

オ
に
も
出
演
、
北
日
本
新
聞
や
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
な
ど
報
道
機
関
に
は
１
２
ヶ
所
宣
伝
協

力
し
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
大
町
公
民
館
館

長
の
平
内
さ
ん
を
は
じ
め
職
員
の
皆
さ
ん
、

ラ
ニ
フ
ラ
ホ
ア
の
有
志
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ん
。

更
に
は
田
中
組
さ
ん
に
は
全
面
的
に
協
力
し

て
頂
き
、
こ
の
書
面
を
も
っ
て
御
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」

こ
の
他
に
も
、
本
当
に
沢
山
の
ご
協
力
を
頂

い
た
皆
様
に
も
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」
紙

面
の
関
係
上
、
詳
し
い
内
容
は
記
載
で
き
ま

せ
ん
が
、【
真
成
寺
復
興
支
援
】
と
パ
ソ
コ
ン

で
検
索
し
て
頂
く
と
、
写
真
や
動
画
な
ど
、

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
貌
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
事
が
出
来
る
様
に
編
集
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
そ
ち
ら
の
方
も
楽
し
み
に
し
て
お
待

ち
下
さ
い
。 

昨
年
は
震
災
を
き
っ
か
け
に
、
私
自
身
が

【
絆
】
と
い
う
無
形
の
宝
物
を
実
感
す
る
事

が
出
来
た
、
本
当
に
尊
い
一
年
と
な
り
ま
し

た
。
全
て
の
出
来
事
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

  
【お
正
月
の
な
ら
わ
し
】 

さ
て
、
お
話
は
お
正
月
で
す
。 

お
正
月
と
言
え
ば
、
注
連
縄
（
し
め
な
わ
）

を
張
っ
て
家
を
浄
め
、
松
飾
り
を
し
て
、
お 

 

 

供
え
餅
を
床
の
間
に
飾
っ
た
り
、
神
棚
や 

仏
壇
に
お
供
え
し
ま
す
。
家
や
場
所
を
浄 

め
て
飾
る
だ
け
で
な
く
、
私
達
は
お
屠
蘇 

（
と
そ
）
を
頂
い
て
邪
気
を
払
い
、
心
気 

を
一
新
し
て
、
清
々
し
い
気
持
ち
で
新
年 

を
迎
え
る
の
が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。

身
も
心
も
浄
め
、
家
も
浄
め
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
年
の
歳
徳
神
様
（
さ
い
と
く
じ
ん
さ 

ま
）
を
、
松
や
お
供
え
餅
を
依
代
（
よ
り 

だ
い
）
に
し
て
お
迎
え
し
ま
す
。
そ
ん
な 

お
正
月
の
習
慣
を
１
つ
１
つ
こ
な
し
な
が 

ら
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
な
新
し
い
気 

持
ち
に
な
っ
て
、
天
地
自
然
宇
宙
の
中
に 

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
の
尊
い
生
命
に
、
改 

め
て
新
し
い
息
吹
を
甦
ら
せ
た
い
も
の
で 

す
。 

  

 

 

 

と
ら
え
か
た
一
つ 

 
絆
の
輪
を
広
げ
て 



 
【と
ら
え
方
一
つ
で
、
見
て 

い
る
世
界
が
真
逆
に
な
る
】 

と
こ
ろ
で
、
お
正
月
と
言
え
ば
次
の
逸
話 

を
思
い
出
し
ま
す
。 

「
元
日
は 

冥
土
の
旅
の
一
里
塚 

め
で 

た
く
も
あ
り 

め
で
た
く
も
な
し
」
ト
ン 

チ
で
有
名
な
一
休
さ
ん
の
歌
で
す
。
元
日 

を
迎
え
、「
お
め
で
と
う
」
と
浮
か
れ
て
い 

る
私
達
。
し
か
し
よ
く
考
え
る
と
、
私
達 

は
冥
土
に
一
歩
近
づ
い
た
事
に
な
り
ま
す
。 

つ
ま
り
お
正
月
と
は
「
め
で
た
く
も
あ
り 

め
で
た
く
も
な
し
」
と
い
う
歌
で
す
。
ま

た
一
休
さ
ん
は
、
お
正
月
、
こ
と
も
あ
ろ

う
に
杖
の
先
に
シ
ャ
レ
コ
ウ
ベ
を
ぶ
ら
下

げ
、
お
屠
蘇
で
浮
か
れ
て
い
る
家
々
を
訪

ね
、「
ご
用
心
、
ご
用
心
」
と
シ
ャ
レ
コ
ウ

ベ
を
突
き
つ
け
て
歩
い
て
い
た
と
い
う
の

で
す
。
お
正
月
早
々
何
と
も
気
色
の
悪
い

話
で
す
が
、
諸
行
無
常
を
忘
れ
、
限
り
あ

る
命
を
浮
か
れ
て
、
無
為
に
過
ご
す
事
へ

の
一
休
さ
ん
ら
し
い
警
鐘
の
行
為
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？
一
休
さ
ん
に
引
き
替
え

日
蓮
聖
人
は
、「
春
の
は
じ
め
の
御
悦
（
お

よ
ろ
こ
）
び
は
、
月
の
み
つ
る
が
ご
と
く
、

潮
の
さ
す
が
ご
と
く
、
草
の
か
こ
む
が
如

く
、
雨
の
降
る
が
如
し
（
１
月
７
日
『
四 

 

 

条
金
吾
殿
御
返
事
』
）
」
。「
春
の
始
め
の
御
悦
、

自
他
申
し
こ
め
そ
う
ら
い
お
わ
ん
ぬ
（
１
月

１
４
日
『
内
記
左
近
入
道
殿
御
返
事
』
）」
。「
春

の
始
め
の
御
悦
び
、
木
に
花
の
咲
く
が
ご
と

く
、
山
に
草
の
お
い
い
ず
る
が
ご
と
し
と
、

我
も
人
も
悦
び
い
っ
て
候
（
１
月
２
０
日
『
春

初
御
消
息
』
）
」
。
「
春
の
始
め
の
御
悦
び
、
花

の
ご
と
く
ひ
ら
け
、
月
の
ご
と
く
明
ら
か
に

わ
た
ら
せ
た
も
う
べ
し
（
弘
安
５
年
『
春
の

始
御
書
』
）
」
な
ど
な
ど
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず

れ
も
日
蓮
聖
人
６
１
歳
、
つ
ま
り
お
亡
く
な

り
に
な
る
弘
安
５
年
の
正
月
に
、
ご
信
者
さ

ん
に
出
さ
れ
た
年
賀
状
の
一
節
で
す
。
高
齢

で
当
時
す
で
に
体
調
も
充
分
で
は
な
か
っ
た

は
ず
で
す
。
し
か
し
な
ん
と
も
明
る
く
、
希

望
に
満
ち
た
言
葉
で
す
。 

現
代
社
会
で
は
公
私
と
も
に
、
暗
く
悲
し
い

ニ
ュ
ー
ス
も
多
く
、
と
て
も
「
お
め
で
と
う
」

と
浮
か
れ
て
い
る
暇
な
ど
無
い
と
い
う
の
が

現
実
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
迎
え
た
平
成
２
４

年
も
お
そ
ら
く
多
事
多
難
な
年
で
ま
さ
に

「
ご
用
心
ご
用
心
」
で
す
。
し
か
し
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
一
休
さ
ん
の
よ
う
に
お
正
月
を

斜
に
構
え
て
迎
え
る
受
け
止
め
方
よ
り
、
お

正
月
を
迎
え
ら
れ
た
そ
の
こ
と
自
体
を
無
邪

気
に
、
屈
託
な
く
、
ま
る
で
子
供
の
よ
う
に

喜
び
祝
う
日
蓮
聖
人
の
受
け
止
め
方
の
方
が

私
は
好
き
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
性
悪
説
と 

 

 

し
か
思
え
な
い
よ
う
な
人
間
。
そ
の
人
間
の

中
に
法
華
経
は
「
仏
様
の
魂
＝
地
涌
（
じ
ゆ
）

の
菩
薩
」
を
見
、
そ
し
て
「
太
陽
（
日
）
と

蓮
華
（
蓮
）
」
の
様
に
生
き
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
。

現
実
か
ら
逃
げ
出
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
現

実
に
「
我
此
土
安
穏
（
私
の
い
る
場
所
は
常

に
穏
や
か
で
安
ら
か
）」
の
浄
土
の
顕
現
を
説

く
法
華
経
。
そ
の
お
釈
迦
様
の
願
い
を
我
が

願
い
と
し
て
、「
立
正
安
国
（
法
華
経
の
教
え

で
国
民
の
平
穏
）」
の
実
現
に
生
き
た
日
蓮
聖

人
。
私
達
の
生
き
る
一
生
は
、
ま
さ
に
《
儚 

（
は
か
な
）

い
人
生
》
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
今
日
こ
う
し
て
お
正
月
を
迎
え
ら

れ
る
こ
と
が
、
ま
る
で
木
に
花
が
咲
い
た
よ

う
に
、
月
が
満
ち
た
こ
と
の
よ
う
に
嬉
し
い

で
は
な
い
か
と
言
祝
（
寿
）
が
れ
た
日
蓮
聖

人
の
精
神
を
見
習
い
た
い
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

 

副
住
職 

寛
敬 

 

ち
ょ
っ
と
一
服 

雑 
煮 

あ 

れ 

こ 

れ  

 

 

 

魚
貝
、
野
菜
な
ど
数
種
の
材
料
を
煮
合
わ
せ 

た
汁
に
餅
を
加
え
た
羹
（
あ
つ
も
の
）
。
雑
煮
餅 

と
も
い
う
。
雑
煮
と
は
ご
っ
た
煮
の
意
で
あ 

る
が
、
古
く
上
方
（
か
み
が
た
）
で
は
五
臓
を 

保
養
す
る
も
の
と
し
て
保
臓
（
ほ
う
ぞ
う
）
と 

よ
ん
だ
。
宮
中
の
女
房
詞
（
こ
と
ば
）
で
は
烹 

雑
（
ほ
う
ぞ
う
）
（
ぼ
う
ぞ
う
と
も
い
い
、
烹
は
煮
る
の 

意
）
と
い
っ
た
。
も
と
も
と
神
祭
に
供
え
た 

神
饌
（
し
ん
せ
ん
）
を
下
げ
て
、
神
と
氏
子
な 

ど
参
加
者
が
共
食
す
る
「
直
会
（
な
お
ら
い
）
」 

に
起
源
を
も
ち
、
さ
ら
に
そ
れ
が
年
頭
の
年 

神
迎
え
の
供
物
を
食
べ
る
こ
と
を
さ
す
よ
う 

に
な
っ
た
。
九
州
各
地
で
正
月
の
雑
煮
を
ナ 

オ
ラ
イ
あ
る
い
は
そ
の
訛
語
（
か
ご
）
で
よ
ぶ 

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
餅
に
つ
い
て
は
、 

年
始
に
鏡
餅
、
大
根
、
瓜
、
猪
や
鹿
の
肉
な 

ど
を
食
べ
て
長
寿
を
願
う
歯
固
（
は
が
た
）
め 

の
行
事
が
古
く
か
ら
あ
り
、
こ
れ
が
の
ち
雑 

煮
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ 

う
。
雑
煮
に
用
い
る
箸
は
柳
が
多
く
用
い
ら
れ
、 

中
太
で
両
端
を
細
く
削
っ
て
あ
る
。
そ
の
由 

来
は
、
足
利
（
あ
し
か
が
）
七
代
の
幼
将
軍
義 

勝
の
と
き
、
元
朝
儀
式
の
箸
が
折
れ
、
そ
の 

七
月
に
は
落
馬
に
よ
り
夭
折
（
よ
う
せ
つ
）
し 

た
た
め
、
以
後
太
箸
に
改
め
た
こ
と
に
よ
る 

と
い
う
。
箸
袋
は
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
、
鶴
、
亀
、

松
竹
梅
な
ど
の
文
字
を
書
き
、
父
が
鶴
で
母 

が
亀
な
ど
と
定
め
て
い
た
。 

 


