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あ
り

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、
２
回
に
分
け
て
仏
像

の
話
を
し
ま
し
た
。
い
さ
さ
か

小
難
し
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
の
で
、
今
回
は
ひ
と
休

み
し
て
、
仏
教
と
は
全
く
関
係

の
な
い
話
を
し
ま
す
。
お
正
月

と
は
多
少
は
関
わ
る
話
で
す
。

　

私
は
今
年
で
、
な
ん
と
還
暦

を
迎
え
ま
し
た
。
迎
え
て
し
ま

い
ま
し
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
、

気
持
ち
と
し
て
は
近
い
で
す
。

「
中
年
」
と
い
う
言
葉
に
抵
抗
を

感
じ
て
い
た
の
に
、
い
き
な
り

老
人
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

み
た
い
で
す
。
ま
あ
し
か
し
、

最
近
と
み
に
、
老
人
力
が
付
き

始
め
て
い
る
の
も
た
し
か
で
す
。

　

当
然
、
同
級
生
た
ち
も
多
く

が
還
暦
な
の
で
、
そ
の
話
題
の

便
り
が
届
き
ま
す
。

　

そ
の
便
り
に
は
「
○
月
×
日

に
い
よ
い
よ
還
暦
に
な
り
ま
す
」

な
ん
て
書
か
れ
て
い
た
り
し
ま

す
。
そ
の
日
は
き
っ
と
60
歳
の

誕
生
日
な
の
で
し
ょ
う
。
ど
う

や
ら
最
近
は
、
古
稀(

70
歳)

や

米
寿(

88
歳)

の
よ
う
に
、
還
暦

を
60
歳
の
別
の
言
い
方
と
思
っ

て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
よ
う

で
す
。
だ
け
ど
そ
の
理
解
は
、

少
し
だ
け
違
っ
て
い
ま
す
。
今

回
は
そ
う
い
う
話
か
ら
。

☆
還
暦
と
は
何
か

　

還
暦
と
は
、
文
字
通
り
「
暦

こ
よ
み

に
還か

え

る
」
と
い
う
意
味
で
、
こ

の
場
合
の
暦
は
「
自
分
の
生
ま

れ
た
年
の
暦
」
の
こ
と
。
還
暦

は
そ
の
生
ま
れ
た
暦
に
還
る
こ

と
で
、
本
来
は
年
齢
を
示
す
言

葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
が
生
ま
れ
た
の
は

1954
年
（
昭

和
29
年
）
で
、
甲

き
の
え
う
ま

午
と
呼
ば
れ

る
年
で
す
。
こ
の
よ
う
な
年
の

表
記
を
干か

ん

し支
と
い
い
ま
す
。
ふ

つ
う
は
こ
れ
を
干え

と支
と
読
み
、

今
年
の
干え

と支
は
午う

ま

と
い
う
わ
け

で
す
が
、
午
は
干
支
の
う
ち
の

「
支し

」
だ
け
の
こ
と
で
、
前
半
の

「
干か

ん

」
が
加
わ
ら
な
い
と
干
支
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
干
が
甲

き
の
え

で
支

が
午う

ま

の
年
が
、
甲

き
の
え
う
ま

午
と
い
う
年

で
す
。

　

こ
の
干
支
は
、
10
の
干
と
12

の
支
の
組
み
合
わ
せ
で
す
か
ら
、

最
小
公
倍
数
の
60
年
で
一
巡
し

ま
す
。
だ
か
ら
甲
午
と
い
う
年

は
、
60
年
に
１
度
し
か
巡
っ
て

来
な
い
。
そ
し
て
ま
さ
に
今
年
、

60
年
ぶ
り
に
甲
午
が
巡
っ
て
来

ま
し
た
。

1954
年
生
ま
れ
の
私
た

ち
が
生
ま
れ
た
年
の
暦
に
還
っ

た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
私
た
ち

に
と
っ
て
は
、
今
年
が
還
暦
。

　

そ
し
て
甲
午
と
い
う
年
を
迎

え
る
の
は
、
正
月
に
決
ま
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
還
暦
は
誕
生
日

で
な
く
、
正
月
に
迎
え
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
生
ま
れ
た
暦

に
戻
る
と
い
う
こ
と
で
、
年
齢

で
い
え
ば
、
満
年
齢
が
60
歳
に

な
る
こ
と
で
は
な
く
、
実
は
数0

え0

で
61
歳
に
な
る
こ
と
で
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
還
暦
は
数
え

年
61
歳
の
別
名
で
あ
る
と
も
い

え
ま
す
。
た
だ
、
数
え
で
61
歳

に
な
っ
て
も
、
ま
だ
正
月
で
す

か
ら
、
満
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人

が
59
歳
。
残
念
！

　

還
暦
は
、
自
分
の
生
ま
れ
た

暦
が
再
び
め
ぐ
っ
て
く
る
こ
と
。

だ
か
ら
、
誕
生
日
に
迎
え
る
も

の
で
も
、
満
60
歳
に
な
る
こ
と

で
も
な
い
。
還
暦
に
つ
い
て
の

認
識
は
こ
の
こ
と
に
尽
き
ま
す
。

　

還
暦
の
本
来
の
意
味
が
忘
れ

ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
満
年
齢

と
い
う
考
え
方
が
定
着
し
た
と

い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

1954
年
生
ま
れ
な
ら
、
年
内
に

は
必
ず
満
60
歳
に
な
り
ま
す
。

数
え
で
61
歳
に
な
る
正
月
よ
り

も
、
満
60
歳
の
誕
生
日
の
方
が
、

キ
リ
も
よ
く
、
い
か
に
も
め
で

た
そ
う
で
す
。

☆
長
寿
の
祝
い

　

あ
え
て
も
う
ひ
と
つ
付
け
加

え
る
な
ら
、
還
暦
は
本
来
、
長

寿
の
祝
い
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
い
ま
の
時
代
の
感
覚

で
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
寿
命

が
い
ま
よ
り
ず
っ
と
短
か
っ
た

時
代
に
は
、
自
分
が
生
ま
れ
た

暦
に
再
び
出
会
え
る
の
は
、
き
っ

と
稀
有
の
こ
と
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
長
生
き
で

き
た
、
め
で
た
い
こ
と
だ
と
祝
っ

た
わ
け
で
す
。

　

生
ま
れ
た
年
の
暦
に
戻
る
と

い
う
意
味
で
、
赤
い
も
の
を
身

に
着
け
ま
し
た
。
赤
い
頭
巾
を
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か
ぶ
り
、
赤
い
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
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を
着
た
の
は
、
人
生
を
リ
セ
ッ

ト
し
て
、
も
う
一
度
赤
ち
ゃ
ん

に
戻
る
。
そ
う
い
う
再
生
の
願

い
を
込
め
た
儀
式
が
、
還
暦
の

意
味
で
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
赤4

ち
ゃ
ん
に
戻

る
か
ら
赤4

い
も
の
を
身
に
着
け

た
わ
け
で
な
く
、
赤
ち
ゃ
ん
が

魔
よ
け
の
た
め
に
赤
い
も
の
を

身
に
着
け
た
、
そ
の
こ
と
に
あ

や
か
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

☆
61
回
忌

　

法
事
は
、
い
わ
ば
亡
く
な
っ

た
人
の
数
え
年
の
法
要
で
す
。

１
周
忌
だ
け
は
別
で
す
が
、
あ

と
は
３
回
忌
も
７
回
忌
も
、
亡

く
な
っ
た
年
を
１
と
し
て
、
こ

こ
か
ら
起
算
し
ま
す
。

　

真
言
宗
で
は
、
13
回
の
法
事

を
す
る
の
が
基
本
で
す
か
ら
、

13
回
目
の
法
事
で
あ
る
33
回
忌

が
い
わ
ば
最
後
の
法
事
。
か
つ

て
は
、
こ
れ
で
法
事
は
お
し
ま

い
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ

の
後
、
50
回
忌
や
61
回
忌
、
さ

ら
に
は
100
回
忌
、
150
回
忌
と
、

法
事
は
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

61
回
忌
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
亡
く
な
っ
た
人

の
還
暦
で
し
ょ
う
。
長
寿
の
祝

い
の
概
念
を
法
事
に
持
ち
込
む

の
も
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、

ま
あ
別
の
世
界
に
生
ま
れ
変

わ
っ
た
と
考
え
る
な
ら
、
来
世

で
の
還
暦
を
祝
う
と
い
う
の
も

意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
だ
っ
た
ら
、

77
回
忌
と
か
88
回
忌
と
か
も
や

れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま

あ
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
で
す
ね
。

　

と
も
あ
れ
今
年
は
、

1954
年
に

亡
く
な
っ
た
人
の
61
回
忌
の
年

で
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
還
暦
の
話
を
す
る
の

に
、
十じ

っ
か
ん
じ
ゅ
う
に
し

干
十
二
支
の
説
明
は
欠

か
せ
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
話

は
漢
字
ば
か
り
が
並
ん
で
つ
ま

ら
な
い
の
で
、
よ
し
ま
す
。
干

支
は
60
年
ご
と
に
一
巡
す
る
こ

と
と
、
あ
と
は
ご
自
身
の
干
支

を
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
十

分
で
す
。

　

甲
き
の
え

の
次
は
乙

き
の
と

で
、
そ
の
次
は

丙ひ
の
え。

午う
ま

の
次
は
未

ひ
つ
じ

で
、
そ
の
次

は
申さ

る

。
来
年
は
乙

き
の
と
ひ
つ
じ

未
の
年
で
、

再さ
ら
い
ね
ん

来
年
は
丙

ひ
の
え
さ
る

申
の
年
で
す
。

☆
数
え
年

　

還
暦
は
生
ま
れ
た
暦
に
還
る

こ
と
。
年
齢
で
い
え
ば
数
え
年

61
歳
に
な
る
こ
と
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
ひ
と
つ
歳
を
と

る
と
は
、
１
年
と
い
う
時
間
を

生
き
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
わ

け
で
す
が
、
数
え
年
と
い
う
考

え
方
は
、
こ
れ
と
は
少
し
異
な

り
ま
す
。「
百
日
紅
」
の
読
者
は

お
歳
を
召
し
た
方
が
多
い
の
で
、

数
え
歳
に
は
抵
抗
は
少
な
い
で

し
ょ
う
が
、
あ
る
程
度
の
年
齢

以
下
の
人
た
ち
に
は
、
と
て
も

納
得
し
に
く
い
考
え
方
の
よ
う

で
す
。
な
に
し
ろ
歳
を
と
る
の

は
、
誕
生
日
で
は
な
い
の
で
す

か
ら
。

　

歳
は
、
生
ま
れ
た
時
に
す
で

に
１
歳
で
、
２
歳
か
ら
は
正
月

に
と
る
も
の
で
し
た
。
な
ぜ
な

ら
歳
は
、
決
し
て
自
分
で
獲
得

す
る
も
の
で
は
な
く
、
正
月
に

家
を
訪
れ
る
年と

し
が
み神

さ
ま
か
ら
い

た
だ
く
も
の
で
し
た
。
そ
の
年

神
さ
ま
を
迎
え
る
た
め
の
飾
り

が
、
門
松
や
注し

め連
飾か

ざ

り
。

　

年
神
さ
ま
に
供
え
る
の
が
鏡

餅
。
そ
の
餅
に
年
神
さ
ま
の
魂

が
宿
り
ま
す
。
そ
の
餅
を
食
べ

る
こ
と
で
年
神
の
魂
、「
年と

し
だ
ま魂

（
年

玉
）」
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
う
し
て
そ
の
年
の
魂

を
い
た
だ
く
こ
と
で
、
年
を
ひ

と
つ
と
る
わ
け
で
す
。

　

私
が
幼
い
頃
は
、
正
月
の
餅

は
歳
の
数
だ
け
食
べ
る
も
の
だ

と
言
わ
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ

れ
な
ど
ま
さ
に
、
年
齢
と
餅
の

関
係
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

お
年
玉
と
は
、
神
か
ら
い
た

だ
く
魂
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ

け
で
す
。
こ
れ
が
い
つ
し
か
、

年
長
者
か
ら
、
つ
ま
り
年
魂
を

多
く
持
つ
者
か
ら
子
ど
も
が
そ

れ
を
分
け
て
も
ら
う
と
い
う
形

の
、「
お
年
玉
」
と
い
う
名
前
の

「
お
小
遣
い
」
に
変
化
し
ま
し
た
。

　

生
ま
れ
た
時
点
で
す
で
に
１

歳
な
の
は
、
生
ま
れ
た
と
き

に
、
年
神
の
魂
を
い
た
だ
い
て

い
る
か
ら
で
す
。
魂
を
受
け
取

り
（
享う

け
取
り
）、
歳
を
と
る
。

亡
く
な
っ
た
人
に
使
わ
れ
る

「
享

き
ょ
う
ね
ん

年
」
と
い
う
言
葉
は
こ
れ
を

示
し
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
享

年
は
数
え
年
で
す
。

　

そ
れ
に
、
物
事
の
始
ま
り
は

１
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
ま

は
生
ま
れ
て
１
年
未
満
の
子
ど

も
は
、
ゼ
ロ
歳
児
と
呼
び
ま
す

が
、
０
か
ら
始
ま
る
な
ん
て
、

や
は
り
ど
こ
か
不
自
然
。
フ
ー

テ
ン
の
寅
さ
ん
の
啖た

ん

呵か

だ
っ
て

「
も
の
の
始
ま
り
が
一い

ち

な
ら
ば
」

が
決
ま
り
文
句
。
平
成
だ
っ
て

１
年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

「
ひ
と
つ
」
と
い
う
言
葉
は

あ
っ
て
も
、
そ
の
ひ
と
つ
前
の

数
を
表
わ
す
言
葉
は
、
日
本
語

に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
零れ

い

は
中
国

語
、
ゼ
ロ
は
英
語
で
す
。
ひ
と

郷
里
の
注
連
飾
り
は
鶴
型
で
す
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つ
の
ひ
と
つ
前
は
、「
な
し
」
で

は
話
に
な
り
ま
せ
ん
。

☆
誕
生
日
は
い
つ
来
る
？

　

こ
の
、
正
月
に
年
神
か
ら
歳

を
い
た
だ
く
と
い
う
考
え
方
は
、

誕
生
日
が
来
れ
ば
ひ
と
つ
歳
を

重
ね
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自

ら
が
１
年
と
い
う
時
を
生
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
歳
を
獲
得
す
る

と
い
う
今
の
考
え
方
と
は
異
質

の
も
の
で
し
た
。
そ
も
そ
も
誕

生
日
を
祝
う
な
ん
て
習
慣
は
、

日
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

誕
生
の
日
を
特
別
視
し
な
い

こ
と
は
、
旧
暦
の
性
格
に
も
起

因
し
て
い
ま
す
。

　

旧
暦
（
太
陰
暦
）
の
ひ
と
月
は
、

月
の
満
ち
欠
け
の
時
間
で
す
。

し
か
し
月
の
満
ち
欠
け
の
周
期

は
約

29.5
日
で
す
か
ら
、
12
ヶ
月

で
354
日
。
太
陽
の
動
き
の
１
年

は
365
日
で
す
か
ら
、
１
年
で
11

日
の
ず
れ
が
生
じ
ま
す
。
ず
れ

が
重
な
れ
ば
、
正
月
が
夏
に
や
っ

て
来
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り

か
ね
な
い
の
で
、
３
年
に
１
度

く
ら
い
、
特
別
の
月
を
作
っ
て
、

こ
の
ず
れ
を
調
整
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
閏

う
る
う
づ
き

月
で
す
。

　

た
ま
た
ま
今
年
は
、
こ
の
閏

月
が
入
る
年
で
、
９
月
の
次
に

閏
９
月
が
入
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
今
年
は
、
旧
暦
で
は
な
ん

と
13
カ
月
あ
る
わ
け
で
す
。

　

い
ま
は
誕
生
日
か
ら
12
か
月

経
て
ば
、
必
ず
同
じ
日
が
巡
っ

て
来
ま
す
が
、
旧
暦
で
は
そ
う

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

去
年
の
10
月
１
日
の
12
か
月
後

は
閏
９
月
１
日
な
ん
で
す
か
ら
。

ま
た
今
年
の
閏
９
月
１
日
に
生

ま
れ
た
子
に
と
っ
て
は
、
次
の

閏
９
月
１
日
が
巡
っ
て
来
る
の

は
、
ず
っ
と
先
の
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
で
は
誕
生
日
な
ど

意
識
し
に
く
い
で
す
ね
。

　

閏
月
を
い
つ
、
ど
の
月
の
次

に
入
れ
る
か
は
、
決
ま
っ
た
法

則
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

し
た
。
旧
暦
と
い
う
の
は
こ
の

よ
う
に
、
ひ
ど
く
複
雑
で
分
か

り
に
く
い
も
の
で
し
た
か
ら
、

人
々
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
、
暦

こ
よ
み

の
大
切
さ
は
、
い
ま
の
カ
レ
ン

ダ
ー
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ

ど
で
し
た
。

☆
７な

な

つ
行
き

　

生
ま
れ
た
時
は
１
歳
で
、
正

月
に
歳
を
と
る
と
い
う
数
え
年

の
習
慣
は
、
人
々
の
生
活
に
深

く
根
付
い
た
も
の
で
し
た
。

　

「
７
つ
行
き
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
い
ま
で
も
ふ
つ
う

に
使
う
人
が
い
ま
す
。
私
は
（
彼

は
）「
７
つ
行
き
だ
」
と
い
え
ば
、

「
早
生
ま
れ
だ
」
と
い
う
こ
と
と

同
じ
意
味
で
し
た
。

　

「
７
つ
行
き
」
と
い
う
の
は
、

本
来
な
ら
８
歳
に
な
っ
て
小
学

校
に
入
る
の
に
、「（
１
歳
早
く
）

７
歳
で
入
っ
た
」
と
い
う
意
味

の
言
葉
で
す
。
だ
か
ら
私
は
（
彼

は
）「
早
生
ま
れ
で
す
よ
」、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

小
学
校
に
入
る
年
齢
の
話
で

す
か
ら
、
日
本
語
と
し
て
は
、

明
治
以
後
の
比
較
的
新
し
い
言

葉
で
す
。
明
治
時
代
に
整
っ
た

教
育
制
度
で
、
小
学
校
に
進
む

の
は
、
満
６
歳
と
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
数
え
年
社
会

に
生
き
る
庶
民
は
こ
れ
を
数
え

年
に
読
み
替
え
、
小
学
校
に
進

む
の
は
８
歳
と
理
解
し
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
こ
の
春
小
学
校

に
入
学
す
る
の
は
、

2007
年
４
月

２
日
～

2008
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
子
ど
も
で
、
今
年
の
４
月
１

日
に
は
、
み
ん
な
が
満
６
歳
に

な
っ
て
い
ま
す
。
４
月
１
日
生

ま
れ
の
子
が
す
で
に
そ
の
日
に

６
歳
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
歳

は
誕
生
日
の
前
日
の
午
後
12
時

に
、
つ
ま
り
前
日
が
終
わ
り
、

誕
生
日
が
始
ま
る
時
点
で
と
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
れ
が
数
え
年
だ
と
、

2007
年

生
ま
れ
な
ら
８
歳
で
、

2008
年
生

ま
れ
だ
と
ま
だ
７
歳
。
生
ま
れ

年
で
年
齢
が
決
ま
る
か
ら
こ
う

な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
、

ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
で
す
ね
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
多
く
の
人
々

は
、
長
く
数
え
年
の
生
活
を
し

て
き
ま
し
た
。
ご
く
最
近
ま
で

そ
の
習
慣
を
残
し
て
き
た
こ
と

は
、「
７
つ
行
き
」
と
い
う
、
新

し
い
は
ず
の
言
葉
の
中
に
も
み

ら
れ
る
わ
け
で
す
。

☆
満
年
齢
の
時
代
へ

　

１
歳
か
ら
始
ま
る
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
同
じ
年
に
生
ま
れ

た
者
は
揃
っ
て
同
い
年
。
数
え

年
は
、
あ
る
意
味
と
て
も
合
理

的
な
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
明
治
政
府
は
こ
の
習
慣
を

何
と
か
し
て
改
め
よ
う
と
し
ま

す
。

　

1902
年
（
明
治
35
年
）、
政
府
は

「
年
齢
計
算
に
関
す
る
法
律
」
を

制
定
し
、「
年
齢
は
出
生
の
日
よ

り
こ
れ
を
起
算
す
」
と
定
め
ま

し
た
。
歳
は
誕
生
の
日
か
ら
計

算
す
る
。
誕
生
日
を
起
点
と
し
、

そ
こ
か
ら
１
年
経
っ
て
、
よ
う

や
く
１
歳
に
な
る
、
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

誕
生
日
か
ら
計
算
す
る
な
ん

て
当
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
で
し
ょ
う
が
、
繰
り
返
し
書

い
た
よ
う
に
、
数
え
年
は
誕
生

日
か
ら
で
は
な
く
、
誕
生
の
年

か
ら
起
算
す
る
方
法
で
し
た
。

同
じ
年
に
生
ま
れ
た
子
は
、
当

然
で
す
が
み
ん
な
同
い
年
。
そ

し
て
、
１
歳
の
次
は
２
歳
で
、

そ
の
中
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
正
月

に
な
る
と
歳
を
ひ
と
つ
と
り
ま



－４－

　

こ
の
法
律
の
施
行
後
、
満
年

齢
は
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
い
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り

伝
統
的
な
数
え
年
の
習
慣
は
、

そ
う
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
満
年
齢
と
数
え
年

が
混
在
す
る
時
代
が
長
く
続
き

ま
し
た
。

　

太
平
洋
戦
争
中
に
は
、
物
資

の
配
給
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
混

在
が
社
会
に
混
乱
を
も
た
ら
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

同
じ
日
に
生
ま
れ
て
も
、
数
え

と
満
で
は
２
歳
も
違
い
ま
す
。

政
府
が
満
年
齢
を
基
準
に
配
給

量
を
算
定
し
て
も
、
受
け
と
る

側
が
数
え
年
の
立
場
な
ら
、
不

満
を
感
じ
る
場
面
も
少
な
く
な

か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

「
年
齢
計
算
に
関
す
る
法
律
」

か
ら
半
世
紀
を
経
た

1950
年
（
昭

和
25
年
）、
政
府
は
「
年
齢
の
と

な
え
方
に
関
す
る
法
律
」
を
定

め
、「
国
民
は
、
年
齢
を
数
え
年

に
よ
っ
て
言
い
表
す
従
来
の
な

ら
わ
し
を
改
め
て
、
年
齢
計
算

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
年
数
に
よ
っ
て
こ
れ

す
か
ら
、
暮
れ
も
押
し
詰
ま
っ

た
頃
に
生
ま
れ
子
は
、
１
歳
を

数
日
生
き
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に

２
歳
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
、
１
月
生
ま
れ
な
ら
、
１
年

近
く
１
歳
の
ま
ま
で
す
。
１
歳

を
１
年
近
く
生
き
る
子
と
、
１

歳
を
わ
ず
か
の
期
間
し
か
生
き

な
い
子
が
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
誕
生
日
か
ら
起

算
す
る
と
、
同
じ
１
歳
で
も
、

１
歳
と
10
日
と
か
、
１
歳
１
か

月
と
か
、
年
齢
を
細
か
く
表
わ

し
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

時
は
日
清
と
日
露
の
戦
間
期
。

西
洋
の
先
進
国
の
仲
間
入
り
を

目
指
す
政
府
は
、
近
代
国
家
に

は
数
え
年
は
似
合
わ
な
い
と
考

え
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
数
え
年

は
英
語
で
は
「E

ast A
sian

 ag
e 

reck
o
n
in

g

」
と
い
い
ま
す
。「
東

ア
ジ
ア
の
年
齢
計
算
法
」
で
す
。

当
時
ア
ジ
ア
は
、
文
明
の
遅
れ

た
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
か
ら
、
そ
の
ア
ジ
ア
の
年
齢

計
算
法
も
遅
れ
た
方
法
と
考
え

た
わ
け
で
す
。

を
言
い
表
す
の
を
常
と
す
る
よ

う
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
、
明
治
時
代
に
出
さ
れ

た
法
律
を
再
度
強
調
す
る
と
と

も
に
、「
政
府
は
、
国
民
一
般
が

こ
の
法
律
の
趣
旨
を
理
解
し
、

且
つ
、
こ
れ
を
励
行
す
る
よ
う

特
に
積
極
的
な
指
導
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
付
け
加

え
ま
し
た
。

　

半
世
紀
経
っ
て
も
な
く
な
ら

な
い
数
え
年
の
習
慣
を
一
掃
す

る
た
め
、
政
府
が
本
腰
を
入
れ

始
め
た
わ
け
で
す
。
数
え
年
と

い
う
考
え
方
が
、
い
か
に
人
々

の
暮
ら
し
に
深
く
根
付
い
た
も

の
だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

　

私
が
生
ま
れ
た
の
は
こ
の
わ

ず
か
４
年
後
。
数
え
年
一
掃
の

「
指
導
」
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い

頃
で
す
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
半

世
紀
以
上
の
時
間
が
過
ぎ
、
数

え
年
は
す
っ
か
り
過
去
の
も
の

に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　
　
　

▽　
　
　
　

△

　

満
年
齢
が
定
着
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
正
月
に
は
歳
を
と
ら

な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

年
を
と
ら
な
い
の
な
ら
、
年
神

さ
ま
を
迎
え
る
必
要
は
な
い
だ

ろ
う
。
近
年
、
正
月
に
注
連
飾

り
や
松
飾
り
を
し
な
い
家
が
珍

し
く
な
く
な
っ
た
の
は
、
そ
ん

な
風
に
考
え
る
人
が
増
え
た
せ

い
で
し
ょ
う
か
。

　

年
神
さ
ま
が
運
ん
で
来
る
の

は
、
な
に
も
年
の
魂
だ
け
で
は

な
い
。
そ
の
年
の
幸
福
や
豊
か

な
実
り
も
、
こ
の
神
さ
ま
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
の
は
ず
な
の
で
す
が
。

　　

昨
秋
、
お
隣
の
児
童
館
が
引
っ
越
し

を
し
ま
し
た
。
こ
の
施
設
で
長
く
学
童

保
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

開
設
さ
れ
た
の
が

1964
年
と
い
い
ま
す

か
ら
、
ち
ょ
う
ど
半
世
紀
前
。
49
年
と

半
年
、
お
隣
さ
ん
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

夏
休
み
に
は
子
ど
も
た
ち
が
網
と
虫

籠
を
持
っ
て
、
境
内
に
セ
ミ
を
採
り
に

来
ま
し
た
。
樹
木
が
多
い
の
で
、
か
く

れ
ん
ぼ
の
絶
好
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
し

た
。
こ
の
寺
は
子
ど
も
の
声
が
す
る
と
、

珍
し
が
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
子
供
た
ち

の
姿
が
境
内
か
ら
消
え
ま
し
た
。

　

県
立
鳴
門
第
一
高
校
が
市
立
工
業
高

校
と
合
併
し
、
う
ず
し
お
高
校
に
名
前

を
変
え
、
移
転
作
業
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

第
一
高
校
時
代
は
、
野
球
部
が
金
毘

羅
神
社
の
石
段
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し

ま
し
た
。
彼
ら
の
姿
も
、
合
併
で
見
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

牧
歌
的
な
雰
囲
気
が
残
る
地
域
で
し

た
が
、
そ
れ
も
過
去
の
も
の
に
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。


