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皆
様
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
年
最
初
の
「
便
り
」
は
昨
年
お
届
け
し
た
「
八
幡
さ
ん

と
は
」
の
取
材
の
中
で
得
た
ト
リ
ビ
ア
な
お
話
か
ら
で
す
。 

 

応
神
天
皇
を
巡
る
エ
ピ
ソ
ー
ド 

 
 

第
十
六
号
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
古
事
記
で
は
当
社
の

祭
神
で
あ
る
応
神
天
皇
（
ホ
ム
タ
ワ
ケ
ノ
ミ
コ
ト
）
は
ツ

ヌ
ガ
の
イ
サ
サ
ワ
ケ
（
気
比
大
神
）
と
そ
の
名
前
を
交
換

し
ま
す
が
、
こ
の
ツ
ヌ
ガ
が
敦
賀
の
語
源
と
な
っ
て
い
ま

す
。
で
は
な
ぜ
ツ
ヌ
ガ
と
言
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
こ
の
地

に
漂
着
し
た
（
住
ん
で
い
た
？
）
と
い
う
「
ツ
ヌ
ガ
ア
ラ

シ
ト
」
と
い
う
朝
鮮
の
王
子
の
名
か
ら
来
て
い
ま
す
。 

「
ツ
ノ
が
あ
る
人
」
で
ツ
ヌ
ガ
ア
ラ
シ
ト･

･
･

実
際
に
角

が
生
え
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
朝
鮮
風
の
ト
ン
ガ
リ
帽
で

も
か
ぶ
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
三
年
間
、
垂
仁

天
皇
（
一
世
紀
？
）
に
仕
え
て
朝
鮮
へ
帰
り
、
そ
の
国
の

名
を
「
任
那･

･
･

ミ
マ
ナ
」
と
改
め
て
い
ま
す
。
六
世
紀

ま
で
半
島
に
あ
っ
た
日
本
の
統
治
機
関
「
任
那
日
本
府
」

で
す
。 

つ
ま
り
こ
の
「
ツ
ヌ
ガ
ア
ラ
シ
ト
」
と
い
う
人
は
日
本

の
朝
鮮
半
島
経
営
に
深
く
関
わ
っ
た
人
で
は
な
い
か
、
あ

る
い
は
人
質
だ
っ
た
の
で
は
、
と
言
う
人
も
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

さ
て
敦
賀
市
で
は
一
九
九
八
年
、
こ
の
ツ
ヌ
ガ
ア
ラ
シ

ト
を
モ
デ
ル
に
「
ツ
ヌ
ガ
君
」
と
い
う
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
」

を
作
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
！ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
ツ
ヌ
ガ
君
） 

 

彼
は
永
遠
の
六
歳
児
、
好
物
は
こ
ん
ぶ
、
か
ま
ぼ
こ
、

ソ
ー
ス
か
つ
丼
（
ホ
ン
マ
に
六
歳
児
か
い
な
？
）
。 

 
 

と
も
か
く
五
世
紀
頃
か
ら
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
交

流
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
九
州

南
部
を
通
じ
た
中
国
と
の
交
流
に
よ
る
国
造
り
か
ら
、
朝

鮮
半
島
経
由
に
よ
る
新
し
い
国
造
り
に
転
換
し
て
い
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

そ
れ
は
応
神
が
主
導
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
新
し
い

国
造
り
へ
の
功
績
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
同
時

に
そ
の
交
易
路
を
守
護
し
た
宗
像
三
女
神
（
む
な
か
た
さ

ん
じ
ょ
し
ん
）
、
八
幡
さ
ん
は
そ
の
地
位
を
大
き
く
向
上

さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

 放
生
会 

む
か
し
、
い
ま 

  

放
生
会
（
ほ
う
じ
ょ
う
え
）
と
は
魚
や
鳥
獣
を
川
や
野

に
放
ち
、
生
き
物
を
大
切
に
す
る
祭･

･
･

宗
教
儀
式
で
す
。

当
社
で
も
江
戸
時
代
の
例
祭
日
に
は
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
こ
の
放
生
会
、
仏
教
で
も
殺
生
を
戒
め
る
た
め
に

全
国
で
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
元
祖
は
な
ん
と
八
幡
さ
ん

の
総
本
宮
、
宇
佐
神
宮
な
の
で
す
。 

 
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
、
南
九
州
で
隼
人
の
反
乱
が
起

こ
り
ま
す
。
こ
の
乱
の
鎮
圧
後
、
犠
牲
者
の
霊
を
慰
め
る

た
め
に
八
幡
神
は
放
生
会
を
す
べ
し
と
の
託
宣
を
下
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

石
清
水
八
幡
宮
で
も
千
年
以
上
、
勅
祭
と
し
て
毎
年
行

わ
れ
、
京
都
の
年
中
行
事
の
一
つ
で
し
た
が
、
明
治
期
の 

神
仏
分
離
に
よ
り
縮
小
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
は 

「
石
清
水
祭
」
と
名
を
変
え
、 

天
皇
よ
り
の
お
使
い
（
勅
使
） 

を
お
迎
え
し
て
厳
か
、
か
つ 

盛
大
に
執
り
行
わ
れ
て
い
ま 

す
。 

 

一
方
、
筥
崎
宮
で
は
博
多 

三
大
祭
り
の
一
つ
と
し
て
賑 

や
か
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
博
多
で
は
「
ほ
う 

じ
ょ
う
や
」
と
言
い
ま
す
。 

（
筥
崎
宮
の
放
生
会
の
賑
わ
い
） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

小
浜
市
の
八
幡
神
社
で
は
「
ほ
う
ぜ
ま
つ
り
」
と
し
て

山
車
や
神
楽
舞
も
出
て
、
若
狭
路
最
大
の
秋
祭
り
と
し
て

千
年
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。 

  

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
八
幡
さ
ん
か
ら
始
ま
っ
た

こ
と
が
い
ろ
ん
な
形
で
現
代
に
受
け
継
が
れ
、
息
づ
い
て

い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
、
面
白
い
で
す
ね
。 

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
月
に
一
度
は
浮
島
の

八
幡
さ
ん
へ
是
非
お
参
り
く
だ
さ
い
。 


