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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
平
素
よ
り
町

会
運
営
に
対
し
多
大
な
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
日
本
国
内
で
は
オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
振

込
み
詐
欺
の
事
件
が
多
発
す
る
と
同
時
に
、

ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
破
綻

か
ら
始
ま
っ
た
金
融
危
機
が
世
界
中
へ
波
及

し
、
世
界
恐
慌
と
も
表
現
さ
れ
百
年
に
一
度

と
言
わ
れ
る
世
界
の
経
済
不
況
を
も
た
ら
す

と
い
っ
た
全
く
良
い
話
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
今
年
は
丑
（
牛
）
年
で
す
。
丑
は
非
常

に
力
が
あ
る
の
で｢

モ
ー
不
況
は
い
や｣

と

景
気
を
取
り
戻
し
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
経
済
状
況
の
中
で
す
が
今

年
は
押
上
地
区
も
新
タ
ワ
ー
建
設
の
力
強
い

景
観
と
町
並
み
の
変
化
が
新
し
く
見
え
て
き

ま
す
。
ど
う
か
皆
様
今
年
も
町
会
運
営
に
対

し
多
大
な
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
結
び
に
こ
の
一
年

が
皆
様
に
と
っ
て
幸
多
き
年
に
な
り
ま
す
よ

う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

押
上
一
丁
目
仲
町
会

町
会
長

高
橋
邦
夫

【

新

年

の

挨

拶

】
　

Ｏ
Ｓ
Ｔ
会
員
の
皆
様
お
元
気
で
新
し
い

年
を
お
迎
え
で
し
ょ
う
か
。
昨
年
の
忘
年

会
は
如
何
で
し
た
か
。
二
十
六
名
出
席

【

Ｏ

Ｓ

Ｔ

】

【
熊
谷
顧
問
の
挨
拶
】

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
ら
れ
て
良
い
お
正
月
を
過

ご
さ
れ
た
こ
と
と
推
察
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
末
か
ら
の
町
会
内
の
掲
示
板
の
回
収

作
業
を
墨
田
区
か
ら
の
依
頼
で
実
施
い
た
し

ま
し
た
。
何
年
ぶ
り
か
の
作
業
で
予
算
の
関

係
に
て
限
ら
れ
た
数
量
し
か
実
施
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
五
年
後
に
は
、
ま
た
別
の
回

収
作
業
や
新
設
作
業
等
に
も
取
り
組
ん
で
ま

い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【

婦

人

会

】

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

い
つ
も
廃
品
回
収
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

毎
年
恒
例
の｢

新
年
会｣

を
一
月
二
十
五

日
（
日
）
錦
糸
町
の
広
東
料
理｢

大
三
元｣

で
行
い
ま
し
た
。
十
四
名
の
参
加
で
し
た
が
、

和
気
あ
い
あ
い
と
会
話
も
進
み
楽
し
い
ひ
と

時
で
し
た
。
料
理
の
方
も
想
像
と
大
き
く
異

な
り
、
お
洒
落
で
見
た
目
も
美
味
し
く
大
満

足
で
し
た
。　

ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
も
一
等
は
一

人
、
本
日
の
参
加
費
が
た
だ
に
な
り
、
ま
た
、

他
も
現
金
で
空
く
じ
な
し
最
低
で
も
五
百
円

が
当
た
る
と
あ
っ
て
大
盛
り
上
が
り
で
し

た
。
参
加
さ
れ
た
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
春
に
は
、
日
帰
り
旅
行
も
計
画
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
等

あ
り
ま
し
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
お
知
ら
せ
下
さ

い
。決
定
次
第
ご
通
知
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、

そ
の
節
に
は
、
皆
様
の
多
数
の
ご
参
加
を
心

か
ら
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
婦
人
会
に
入

会
し
て
い
た
だ
け
る
方
が
い
ら
し
ゃ
い
ま
し

た
ら
、
い
つ
で
も
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

　

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

【

総

務

部

】

 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

会
長
か
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
経
済

状
況
が
厳
し
い
な
か
で
ご
ざ
い
ま
す
が
こ
の
押

上
地
区
の
新
タ
ワ
ー
「
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
」

に
つ
い
て
、
聴
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
基
礎
工
事

は
昨
年
中
に
完
了
し
ま
し
て
今
年
の
四
月
頃
に

は
五
十
M
、
七
月
に
は
百
M
、
暮
に
は
三
百
M

の
鉄
骨
の
枠
組
み
が
出
来
上
が
る
予
定
で
す
。

押
上
地
域
周
辺
も
だ
ん
だ
ん
雰
囲
気
が
変
わ
っ

て
く
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

も
と
で
、
押
上
一
丁
目
仲
町
会
の
益
々
の
発
展

と
皆
様
の
ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
新
年

の
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す

 

ま
ず
、
神
社
関
係
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
お
焚
き
上
げ
を
止
め
て
か
ら
三
年
に

な
り
ま
す
。
神
社
の
公
孫
樹
の
木
の
根
っ
こ
が

切
ら
れ
て
、
こ
の
頃
公
孫
樹
の
葉
も
茂
る
よ
う

に
な
り
ま
し
て
お
焚
き
上
げ
を
や
ら
な
く
な
っ

て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
煙
に
よ
る
地
球
温

暖
化
を
防
ぐ
う
え
で
、
多
少
で
も
貢
献
し
て
い

る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

 

神
社
の
傍
に
行
き
ま
し
た
お
り
に
は
お
参
り

し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
の
祭
礼
は

影
で
、
来
年
は
大
祭
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
祭
で

は
お
揃
い
の
浴
衣
を
新
調
し
た
い
と
い
う
案
が

出
て
い
ま
す
。
そ
の
時
は
、
皆
様
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
乾
杯
を
い
た
し

ま
す
。
押
上
一
丁
目
仲
町
会
の
益
々
の
発
展
と

ご
出
席
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し
ま

し
て
乾
杯
を
い
た
し
ま
す
。
カ
ン
パ
ー
イ
！

【
多
賀
常
任
相
談
役
の
挨
拶
】

【
松
倉
常
任
相
談
役
の
中
締
め
】

　

本
日
は
楽
し
い
新
年
会
有
難
う
ご
ざ
い

ま
す
。
昨
年
の
後
半
か
ら
世
界
的
な
金
融

危
機
で
大
変
な
事
で
し
た
。
新
年
を
迎
え

て
も
こ
の
状
況
は
な
か
な
か
改
善
さ
れ
る

こ
と
は
無
い
け
れ
ど
、
皆
様
こ
の
不
況
に

負
け
な
い
で
今
年
も
元
気
で
良
い
年
を
迎

え
ら
れ
る
よ
う
願
っ
て
二
本
で
締
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ご
唱
和
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ら
六
名
出
席
し
ま
し
た
。
二
十
五
日
に

は
、
十
二
月
生
ま
れ
、
一
月
生
ま
れ
の
方

達
の
誕
生
会
を
致
し
ま
し
た
。
誕
生
者
は

二
十
名
で
誕
生
会
に
は
四
人
出
席
し
ま
し

た
。
お
喋
り
し
た
り
お
茶
菓
子
を
食
べ
た

り
し
て
、
そ
う
そ
う
梅
酒
も
飲
ん
だ
り
し

て
ア
ッ
と
云
う
間
に
お
別
れ
の
時
間
が
来

て
、
皆
ん
な
で
唄
を
歌
っ
て
解
散
し
ま
し

た
。
十
九
名
の
出
席
で
し
た
。
又
三
月
に

も
誕
生
会
を
致
し
ま
す
の
で
、
都
合
を
つ

け
て
ご
出
席
下
さ
る
様
、
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
寒
さ
が
続
き
ま
す
、

風
邪
を
引
か
な
い
様
、
お
気
を
付
け
て
御

身
御
大
切
に
。

で
、
お
弁
当
は
美
味
し
か
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
お
喋
り
し
た
り
懐
か
し
い
歌
を
四

曲
も
唄
っ
て
最
後
は
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
で
し

た
。
袋
の
中
身
は
如
何
で
し
た
か
。
一
日

置
い
て
十
六
日
に
は
硝
子
の
森
箱
根
湯
本

の
バ
ス
旅
行
で
し
た
。
硝
子
の
森
は
珍
し

い
き
れ
い
な
風
景
で
と
て
も
良
か
っ
た
で

す
。
十
五
名
出
席
で
、
お
昼
食
は
冨
士
屋

ホ
テ
ル
の
洋
食
で
し
た
。
お
上
品
な
お
料

理
で
し
た
ね
。
月
末
に
出
席
者
の
方
達
に

ク
ッ
キ
ー
等
を
配
り
ま
し
た
。
年
が
明
け

て
町
会
新
年
会
（
五
日
）
に
は
Ｏ
Ｓ
Ｔ
か
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【
し
ら
と
り
子
供
会
】

 

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
は
町
会
の
皆
様
、
婦
人
会
の
皆
様
、
Ｏ
Ｓ
Ｔ

の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
昨
年
の
秋
頃
か
ら
押
上
駅
付
近
の
開
発

工
事
が
本
格
的
に
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
通
学
路
の

反
対
側
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
後
、
大
型
車
輌
の

交
通
量
も
次
第
に
増
加
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
子

供
た
ち
が
安
心
し
て
通
行
出
来
る
よ
う
、
学
校
や

各
家
庭
で
注
意
を
呼
び
か
け
て
ま
い
り
ま
す
が
、

地
域
の
皆
様
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

　

そ
し
て
新
し
い
年
を
迎
え
、
も
う
す
ぐ
六
年
生

（
二
名
）
が
卒
業
し
ま
す
。
年
々
子
供
が
減
り
続

け
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
四
月
に
は
新
し
い
仲

間
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
本
年
も

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【
秩
父
札
所
め
ぐ
り
】

石
田
輝
雄

素
朴
な
人
々
に
守
ら
れ
た
霊
場
と
言
わ
れ
る

秩
父
三
十
四
観
音
に
お
参
り
し
た
い
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
私
も
家
内
も
神
仏
に

対
し
て
特
別
な
信
仰
心
が
あ
る
訳
で
は
無
い

が
、
寺
が
在
る
町
や
村
の
風
物
を
眺
め
乍
ら

ハ
イ
キ
ン
グ
が
て
ら
の
行
程
は
仲
々
楽
し
い

も
の
で
あ
る
。
特
に
田
舎
道
を
歩
く
の
は
都

会
生
活
の
永
い
者
に
と
っ
て
は
又
と
無
い
楽

し
み
で
あ
ろ
う
。
秋
に
入
っ
て
天
候
も
落
ち

付
い
た
様
子
、
家
内
同
行
で
秩
父
札
所
巡
り

を
始
め
る
事
に
し
た
。
観
音
札
所
は
平
安
時

代
の
西さ

い
ご
く国

札
所
に
始
ま
り
、
次
で
坂ば

ん
ど
う東

札
所
、

秩
父
札
所
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
西
国

三
十
三
番
、
坂
東
三
十
三
番
の
札
所
に
対
し

て
秩
父
の
み
が
三
十
四
番
に
な
っ
て
い
る
の

は
合
わ
せ
て
百
に
な
る
と
言
う
百
観
音
の
所

産
と
言
う
事
で
あ
る
。
少
し
く
早
起
ま
し
て

押
上
七
時
十
七
分
発
の
地
下
鉄
に
乗
車
。
押

上
始
発
だ
が
お
勤
め
や
学
生
さ
ん
達
で
直
ぐ

満
員
。
浅
草
か
ら
JR
上
野
そ
し
て
池
袋
へ
八

時
十
分
に
到
着
。
西
武
鉄
道
の
ホ
ー
ム
へ
急

ぐ
。
券
売
機
利
用
で
西
武
秩
父
迄
の
乗
車
券

と
特
急
券
を
求
め
る
。
八
時
三
十
分
発
の
特

急
レ
ッ
ド
ア
ロ
ー
号
の
客
と
な
る
。
天
候
良

好
。
車
内
も
明
る
い
。
家
内
に
促
さ
れ
て
ウ

イ
ス
キ
ー
の
水
割
り
を
楽
し
む
。
飯
能
で
電

車
は
方
向
逆
行
と
な
る
。
吾あ

が
の野
を
過
ぎ
る
と

風
景
も
変
っ
て
く
る
。
正
丸
ト
ン
ネ
ル
を
抜

け
る
。
左
手
窓
外
に
武
甲
山
が
迎
へ
て
く
れ

て
い
る
。
九
時
五
十
分
西
武
秩
父
到
着
下

車
。
未
だ
孫
が
少
さ
か
っ
た
頃
、
何
回
か
連

れ
て
訪
づ
れ
た
が
駅
構
内
の
土
産
物
店
の
賑

や
か
さ
や
駅
前
の
佇
ま
い
は
変
っ
て
い
な
い

様
だ
。
西
武
バ
ス
案
内
所
で
家
内
は
コ
ー
ス

を
教
え
て
も
ら
う
。
仲
々
親
切
に
教
え
て
く

れ
た
と
、
西
武
バ
ス
停
二
番
で
待
つ
。
今
度

の
皆
野
行
は
十
時
三
十
分
の
発
車
。
今
回
は

先
づ
一
番
寺
か
ら
お
参
り
を
し
よ
う
。
此
処

秩
父
で
は
寺
の
名
を
言
う
よ
り
何
番
さ
ん
と

言
っ
た
方
が
通
る
の
だ
そ
う
だ
。
バ
ス
は
市

内
を
抜
け
国
道
二
九
九
号
線
を
し
ば
ら
く
走

り
県
道
に
入
る
。
一
番
寺
前
に
着
い
た
の
が

十
一
時
五
分
。
バ
ス
を
降
り
た
左
側
石
段
を

登
り
山
門
を
く
ぐ
る
。
一
番
寺
は
誦

し
ょ
う
き
ょ
う
ざ
ん

経
山

妙
音
寺
「
曹
洞
宗
」
だ
が
四し

ま

ぶ

じ

萬
部
寺
と
言
っ

方
が
通
り
が
良
い
と
の
事
。
秩
父
の
観
音

霊
場
開
い
た
一
人
と
言
わ
れ
る
性
空
上
人

の
弟
子
幻
通
が
遺
命
に
よ
っ
て
永
延
二
年

（
九
八
八
年
）
こ
の
地
に
来
て
四
萬
部
の
お

経
を
供
養
の
為
に
読
み
後
生
に
仏
縁
を
伝
へ

る
為
「
経
塚
」
を
築
い
た
こ
と
か
ら
言
わ
れ

る
様
に
な
っ
た
と
。
こ
の
寺
の
本
堂
は
元
禄

十
年
に
建
立
さ
れ
宝
暦
六
年
に
改
修
さ
れ
た

瓦
葺
入
母
屋
造
り
で
県
文
化
財
で
あ
る
。
本

尊
は
聖
観
世
音
菩
薩
（
行
基
が
刻
ん
だ
と
伝

へ
ら
れ
て
い
る
）
施
餓
鬼
堂
で
毎
年
八
月
に

行
わ
れ
て
い
る
四
萬
部
の
施
餓
鬼
は
有
名
な

賑
わ
い
の
由
。
さ
す
が
に
秩
父
は
各
札
所
へ

の
道
し
る
べ
は
整
っ
て
居
り
先
づ
迷
う
事
は

あ
る
ま
い
。
さ
て
、
之
か
ら
は
徒
歩
で
の
出

発
で
あ
る
。
妙
音
寺
を
後
に
し
て
小
さ
な
橋

を
渡
り
県
道
を
突
っ
切
る
。
辺
り
は
稲
穂
が

饒
わ
に
実
り
如
何
に
も
秋
の
風
景
。
作
業
し

て
居
る
人
に
聞
い
て
み
た
。
冷
夏
だ
っ
た
が

今
年
も
先
ず
先
ず
の
出
来
で
す
と
の
答
え
が

返
っ
て
き
た
。
小
型
自
動
車
の
み
通
れ
る
と

言
う
道
は
如
何
に
も
田
舎
の
道
と
言
う
眺
め

だ
。
イ
ノ
コ
ヅ
チ
が
懐
か
し
い
。
赤
マ
ン
マ
、

ス
イ
カ
ン
ボ
、
水
引
草
、
名
も
知
ら
ぬ
薄
む

ら
さ
き
の
花
、
少
年
の
頃
を
想
い
出
す
。
畠

に
は
里
芋
、
大
根
、
茄
子
、
人
参
が
所
々
に

桑
の
木
も
、
や
が
て
山
道
に
入
り
か
な
り
傾

斜
が
き
つ
く
な
っ
て
き
た
。
汗
が
出
て
来
た
。

車
が
二
台
通
っ
た
だ
け
で
人
影
は
無
い
。
小

一
時
間
程
登
っ
た
所
に
道
標
。
二
番
札
所
入

口
と
示
し
て
あ
る
。
右
折
す
る
。
崩
れ
そ
う

な
石
段
を
登
り
切
っ
た
所
に
ひ
っ
そ
り
と
御

堂
が
建
っ
て
い
る
。
此
処
高
篠
山
「
標
高

六
六
五
メ
ー
ト
ル
」
の
中
復
に
あ
る
二
番
札

所
大お

お
た
な
さ
ん
し
ん
ぷ
く
じ

棚
山
真
福
寺
「
曹
洞
宗
」
で
あ
る
。
本

曹
は
聖
観
世
音
菩
薩
、
寺
伝
に
よ
る
と
開
基

の
大
棚
禅
師
が
老
後
鬼
丸
と
言
う
岩
屋
に
こ

も
っ
て
い
る
時
、
一
人
の
老
婆
が
帰
依
し
て

過
去
を
ざ
ん
げ
し
竹
杖
を
置
い
て
立
ち
去
っ

た
。
禅
師
は
あ
わ
れ
み
供
養
の
為
に
堂
宇
を

建
立
し
た
の
が
寺
の
始
ま
り
で
、
今
の
本
堂

は
明
治
三
十
六
年
頃
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
、
境
内
に
た
っ
て
い
る
と
山
の
つ
め

た
い
か
ぜ
が
身
に
し
み
る
。
昼
も
過
ぎ
て
い

る
の
で
此
処
で
持
参
の
に
ぎ
り
め
し
で
も
喰

べ
よ
う
。
今
回
は
小
型
の
携
帯
ガ
ス
コ
ン
ロ

を
持
っ
て
き
た
の
で
湯
を
沸
か
そ
う
。
コ
ン

ロ
を
準
備
し
て
い
る
間
、
家
内
は
寺
の
下
に

た
っ
た
一
軒
あ
る
民
家
に
水
を
も
ら
い
に
行

く
。
イ
ン
ス
タ
ン
ト
味
噌
汁
で
も
殊
の
外
か

お
い
し
い
。
簡
単
な
昼
食
を
終
る
。
静
か

だ
。
此
処
二
番
札
所
真
福
寺
は
無
人
で
あ
り

従
っ
て
納
経
帳
に
記
帳
し
て
も
ら
う
訳
に
は

ゆ
か
ぬ
。
こ
の
寺
の
納
経
所
は
山
を
下
っ
た

所
に
在
る
。
光
明
寺
で
取
扱
っ
て
い
る
の
で

其
処
で
記
帳
し
て
も
ら
う
の
だ
。
真
福
寺
へ

の
山
路
は
札
所
の
中
で
も
強
く
印
象
に
残
る

貴
重
な
巡
礼
路
と
の
事
だ
が
最
近
の
巡
礼
は

真
福
寺
へ
の
お
参
り
を
せ
ず
光
明
寺
で
納
経

だ
け
済
ま
せ
て
帰
る
者
が
多
い
と
嘆
か
れ
て

い
る
と
聞
い
た
。
今
迄
が
嘘
の
様
に
光
明
寺

迄
の
道
は
下
り
で
あ
る
。
道
の
両
側
の
あ
ち

こ
ち
に
椎
茸
を
栽
培
し
た
後
の
一
メ
ー
ト
ル

程
の
木
が
数
十
本
づ
つ
束
ね
ら
れ
て
置
い
て

あ
り
大
分
朽
ち
て
い
る
の
も
有
る
。
い
つ
か

又
土
に
戻
る
の
で
あ
ろ
う
。
進
む
左
側
が
谷

川
。
水
が
と
て
も
綺
麗
だ
。
人
家
も
散
見
さ

れ
て
来
た
。
納
経
所
の
在
る
光
明
寺
は
T
字

路
を
右
折
す
る
と
正
面
に
見
え
る
。
此
の
寺

は
日
札
所
に
は
な
っ
て
居
な
い
が
文
保
二

年
（
一
三
一
八
年
）
に
創
建
さ
れ
た
此
の
地

方
の
名
刹
の
由
。
今
は
改
築
さ
れ
た
立
派
な

本
堂
で
あ
る
。
真
福
寺
の
記
帳
を
し
て
く
れ

た
お
婆
さ
ん
、
仲
々
良
い
人
で
次
の
寺
へ
の

道
順
を
わ
ざ
わ
ざ
赤
鉛
筆
で
略
図
に
記
る
し

て
渡
し
て
く
れ
た
。
有
難
う
。
寺
を
出
て
又

右
に
進
む
。
も
う
平
地
だ
。
右
側
に
酒
屋
此

処
で
県
道
に
出
て
左
折
。
車
の
往
来
が
か
な

り
激
し
い
。
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
の
建
物
の
所

か
ら
右
折
す
る
。
真
直
ぐ
歩
い
て
横
瀬
川
に

架
る
山
田
橋
を
渡
り
左
へ
道
標
に
従
っ
て
右

【

編

集

後

記

】

　

不
況
！
不
況
！
の
大
合
唱
で
始
ま
っ
た
平
成

二
十
一
年
だ
が
、
な
ん
と
な
く
チ
グ
ハ
グ
感
が

あ
る
。
明
る
い
話
題
は
「
新
タ
ワ
ー
・
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
」
だ
け
で
は
寂
し
す
ぎ
る
。

区
切
り
が
必
要
だ
か
ら
昨
年
と
今
年
を
分
け
る

が
、
あ
ま
り
期
待
を
持
て
な
い
新
年
は
好
ま
し

く
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
「
良
く
な
る
」
と
い
う
気
分
が
大

切
な
の
だ
。
今
の
世
の
中
に
は
！

折
。
田
圃
道
の
正
面
に
三
番
寺
の
岩
本
山
常
泉

寺
「
曹
洞
宗
」
本
尊
は
聖
観
世
音
菩
薩
。
意
外

に
大
き
な
本
坊
。
八
間
に
五
・
五
間
の
瓦
葺
の

建
物
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
年
）
に
火
災
で

全
焼
し
た
後
、
安
正
五
年
（
一
八
五
八
年
）
に

再
建
さ
れ
た
も
の
の
由
、
境
内
に
は
長
命
水
。

不
唾
石
子
持
石
が
堂
前
に
安
置
し
て
あ
る
。
本

坊
の
左
手
の
石
段
を
登
る
と
銅
葺
の
観
音
堂
。

江
戸
末
期
の
頃
秩
父
神
社
境
内
に
薬
師
堂
と
し

て
建
て
ら
れ
た
も
の
を
明
治
三
年
（
一
八
七
〇

年
）
此
処
へ
移
築
し
た
と
の
事
。
大
唐
破
風
の

向
拝
を
付
け
た
建
築
は
建
物
と
し
て
は
一
級
の

も
の
の
由
、
堂
内
の
格
天
井
は
極
彩
色
の
花
鳥

図
が
描
か
れ
て
あ
っ
た
。
又
屋
根
の
竜
の
刻
印

も
素
晴
ら
し
い
。
観
音
堂
を
見
学
し
て
い
る
間

に
納
経
帳
に
記
帳
し
て
置
い
て
く
れ
た
。
之
は

良
か
っ
た
ね
。
二
番
寺
か
ら
三
番
寺
ま
で
は
約

二.

五
ｋ
の
行
程
で
あ
っ
た
。
次
で
四
番
寺
に

向
う
。
刈
っ
た
ば
か
り
の
稲
が
横
竹
に
干
し
て

あ
る
風
景
は
如
何
に
も
農
村
の
秋
と
言
っ
た
佇

ま
い
だ
。
そ
し
て
静
か
だ
。
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

の
所
迄
戻
り
右
折
す
る
。
十
数
分
歩
い
た
左
側

に
銅
葺
の
仁
王
門
。
門
を
入
る
と
境
内
は
石
仏

だ
ら
け
。
仁
王
門
か
ら
六
角
堂
そ
し
て
本
堂
へ

と
石
仏
は
建
物
の
周
囲
を
う
ず
め
つ
く
し
て
い

る
。
石
仏
の
総
数
は
千
三
百
十
九
躰
と
言
わ

れ
て
い
る
と
。
札
所
中
で
一
番
賑
は
っ
て
い

る
の
が
此
処
四
番
寺
高
谷
山
金
昌
寺
「
曹
洞

宗
」
で
あ
り
そ
の
人
気
は
こ
の
多
く
安
置
さ
れ

て
い
る
石
仏
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
年
）
此
の
寺
の
住
職
古
仙
登
獄
和

尚
が
寺
門
の
興
隆
と
天
災
に
よ
る
犠
牲
者
の
供

養
に
石
造
千
躰
仏
の
安
置
を
発
願
し
七
年
後
に

成
就
し
た
と
。
其
の
後
も
信
者
の
寄
進
は
つ
づ

き
数
を
増
し
て
い
っ
た
そ
う
だ
。
本
堂
の
前
に

安
置
さ
れ
て
い
る
子
育
観
音
像
は
有
名
で
あ
り

座
高
は
八
十
八
セ
ン
チ
余
り
蓮
台
に
は
寛
政
四

年
（
一
七
九
二
年
）
江
戸
の
吉
野
屋
半
左
衛
門

が
先
祖
の
菩
提
を
弔
う
為
に
安
置
し
た
と
刻
銘

さ
れ
て
あ
り
、
マ
リ
ア
観
音
と
呼
ぶ
人
も
あ
る

由
「
蓮
台
の
土
か
ら
十
字
架
に
見
え
其
の
う
ら

側
に
は
カ
エ
ル
の
彫
刻
が
あ
り
ミ
（
御
）
カ
エ

ル
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
」
金
昌
寺
の
本
尊

は
十
一
面
観
世
音
立
像
で
寺
伝
に
よ
る
と
行
基

菩
薩
の
作
と
伝
へ
ら
れ
て
い
る
由
。
此
の
本
尊

が
巡
礼
姿
の
娘
に
身
を
変
え
、
悪
人
の
荒
木
丹

下
と
言
う
男
を
改
心
さ
せ
仏
道
に
帰
依
さ
せ
た

事
か
ら
此
の
寺
を
一
名
荒
木
寺
と
も
称
さ
れ
る

様
に
な
っ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
い
る
と
。
三
番
寺

か
ら
四
番
寺
ま
で
約
一.

六
ｋ
だ
っ
た
。
参
詣

を
終
へ
県
道
へ
出
て
又
左
に
進
む
。
今
日
は
お

参
り
の
初
日
だ
か
ら
此
処
金
昌
寺
で
終
了
と
し

よ
う
。
し
ば
ら
く
進
む
と
左
側
に
駐
車
場
の
あ

る
大
き
な
建
物
。
此
処
が
バ
ス
停
だ
。
と
工
事

の
人
が
教
え
て
く
れ
た
。
西
武
バ
ス
で
西
武
秩

父
着
、
レ
ッ
ド
ア
ロ
ー
号
で
池
袋
へ
。
JR
日
暮

里
で
下
車
、
バ
ス
で
押
上
へ
。


