
平
成
十
九
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
お
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
当
協
会
が
主
催
い
た
し
ま
し
た
、
講
演
会
・
学
習
会
を
は
じ
め
恒
例
の

研
修
旅
行
な
ど
の
諸
行
事
に
対
し
、
皆
様
方
か
ら
多
大
の
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た

だ
き
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
当
協
会
の
活
動
も
各
方
面
よ
り
注
目
を
浴
び
、
昨
年
度
は
県
市

内
外
よ
り
の
来
訪
者
は
約
三
千
六
百
人
を
数
え
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
元
年
以
来
発

刊
し
て
ま
い
り
ま
し
た
、
特
集
「
な
が
さ
き
の
空
」
も
本
年
で
第
十
八
集
と
な
り
ま
す
。

本
年
も
「
長
崎
学
」
を
中
心
に
、
長
崎
の
歴
史
文
化
を
研
究
し
、
地
域
文
化
の
発

展
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
ご
支
援
下
さ
い
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十
九
年
正
月

亥
年
を
迎
え
て

越
中
　
哲
也

今
年
を
亥い

年
と
い
う
の
は
、
中
国
の
暦
法
（
旧
暦
）
十
二
支
に
よ
り
、
そ
う
呼
ん
で

い
る
。
中
国
の
暦
法
で
は
十
二
支
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
十
干か

ん

も
加
え
て
其
の
年
の
暦

年
を
述
べ
る
の
で
、
今
年
の
十
干
を
加
え
た
年
号
の
呼
び
名
は
「
丁
亥
の
年
」
と
な
る
。

そ
の
十
干
と
言
う
の
は
「
甲
・
乙
・
丙
・
丁
…
」
の
十
字
で
あ
る
。
そ
し
て
十
干

十
二
支
と
も
に
季
節
に
從
っ
て
万
物
が
成
長
し
て
ゆ
く
状
態
を
物
語
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
然
し
、
そ
の
起
原
に
つ
い
て
は
中
国
に
お
い
て
も
、

あ
ま
り
判
然
と
し
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
国
の
暦
法
が
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
中
国
よ
り
我
が
国
に
文
字
が

朝
鮮
半
島
経
由
で
伝
え
ら
れ
た
頃
と
さ
れ
て
お
り
、
明
日
香
時
代
の
宮
中
行
事
の
記

録
の
中
に
は
既
に
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
韓
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
古
墳
時

代
よ
り
之
の
中
国
の
暦
法
が
我
が
国
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
先
ず
十
干
の
事
よ
り
考
え
て
み
る
と
、
干
は
幹
で
あ
り
、
支
は
枝
で
あ
る

と
言
う
。
そ
し
て
、
十
干
は
多
分
、
五
本
の
手
足
の
指
を
元
と
し
、
そ
れ
に
人
類
の

構
成
の
原
点
と
し
て
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
の
考
え
を
加
え
、
更
に
其
の
一
つ

一
つ
を
兄
弟
に
二
分
し
、
木
兄
キ
ノ
エ

、
木
弟
キ
ノ
ト

、
火
兄
ヒ
ノ
エ

、
火
弟
ヒ
ノ
ト

…
」
と
し
た
と
言
う
。
今
年

の
十
干
は
「
丁
」
で
あ
り
「
ヒ
ノ
ト
」
の
年
と
名
づ
け
て
い
る
。「
甲
」
の
年
は
先
ず

芽
ば
え
、「
乙
」
は
万
物
軋
々
然
と
「
な
り
」「
丙
は
万
物

然
と
な
り
」「
丁
は
万
物

丁
壮
と
な
り
」
し
げ
れ
る
様
を
あ
ら
わ
す
と
説
明
し
て
あ
る
。

次
に
十
二
支
の
解
説
を
読
む
と
「
子シ

は
滋
と
音
に
通
じ
　
萬
物
し
げ
り
初
む
芽
ば

え
也
」、「
丑
は
紐
也
。
ま
だ
ヒ
モ
で
し
ぼ
ら
ね
ば
十
分
に
伸
び
な
い
」
…
「
亥
は
ガ

イ
」
と
読
み
十
二
支
の
最
後
で
「
子
よ
り
育
っ
た
万
物
が
実
っ
て
核
と
な
り
次
代
に

其
の
種
を
残
す
」
と
あ
っ
た
。

す
る
と
十
干
・
十
二
支
も
、
最
初
は
一
年
の
十
二
ヶ
月
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
が
、

時
代
と
共
に
変
化
し
、
十
干
、
十
二
支
が
時
刻
に
な
り
、
方
向
に
な
り
、
前
漢
初
期

（
B.

C.

1)

頃
よ
り
干
支
が
年
号
に
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
し
て
あ
る
。

中
国
の
「
事
前
起
原
」
に
は
、
伝
説
で
あ
ろ
う
が
「
黄
文
帝
が
月
を
中
心
に
し
て

天
体
十
二
辰
に
名
づ
け
た
が
、
そ
の
時
、
一
ツ
一
ツ
に
動
物
を
配
し
、
そ
の
年
ご
と

に
十
二
支
の
文
字
を
動
物
を
配
し
た
の
が
十
二
支
と
動
物
の
組
み
合
わ
せ
の
始
と
す

る
と
記
し
て
あ
っ
た
。
然
し
「
子
」
の
文
字
が
ど
う
し
て
「
ネ
ズ
ミ
」
に
な
っ
た
の

か
、
丑
が
ど
う
し
て
牛
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

亥
の
字
も
同
様
、
何
故
亥
が
「
猪
」
に
な
っ
た
か
不
明
で
あ
る
と
言
う
。

然
し
猪
は
俗
字
で
本
来
は
豬
と
書
く
と
説
明
し
て
あ
る
。
そ
し
て
本
来

の
文
字
は
上
部
に
示
す
よ
う
に
、
上
に
頭
が
あ
り
四
足
と
尾
が
あ
る
の
で

猪
の
型
を
写
し
て
文
字
を
造
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

中
国
の
古
典
で
は
イ
ノ
シ
シ
と
ブ
タ
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
我
が
国
の
古

代
に
も
ブ
タ
の
言
葉
は
な
か
っ
た
。
一
六
〇
三
年
長
崎
の
コ
レ
ジ
オ
で
出
版
さ
れ
た

「
日
ポ
辞
書
」
に
は
「B

uta
Lyen

o
in
oxixi

（
き
や
ど
べ
か
ど
る
字
集
）
家
の
猪
と

記
し
て
あ
る
の
で
「
ブ
タ
」
の
言
葉
は
室
町
時
代
す
で
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

関
根
真
隆
先
生
の
「
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
」
に
は
次
の
よ
う
な
事
が
記
し
て
あ

っ
た
。

常
陸
国
風
土
記
の
中
に
「
山
野
に
椎
樫
榧
生
、
粟
生
、
鹿
猪
住
之
　
凡
山
海
珍
味

…
」。

續
記
「
詔
、
和
買
幾
内
百
姓
　
私
畜
猪
卅
頭
　
放
於
山
野
　
令
遂
其
命
（
天

平
四
年
七
月
丁
末
條
）

こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
、
農
家
で
は
猪
を
飼
っ
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
猪
を
野
に
放
っ
た
事
に
つ
い
て
は
次
の
勅
が
あ
る
。

續
日
本
紀
　
宝
宇
二
年
七
月
甲
戌
條
　
　
勅
　
比
来
皇
太
后
寝
膳
不
安
…
…
天
下

諸
国
に
今
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
刹
生
を
禁
断
せ
し
め
又
以
て
猪
鹿
の
類
　
進
御

す
る
こ
と
得
ず

ま
た
、
考
古
学
の
調
査
報
告
に
よ
る
と
「
猪
の
食
用
は
縄
文
・
弥
生
時
代
を
通
じ

て
盛
ん
で
あ
っ
た
。
福
岡
県
城
越
遺
跡
で
は
「
他
の
獣
骨
に
比
べ
て
イ
ノ
シ
シ
が
最

も
多
い
」
と
あ
る
。
登
呂
遺
跡
の
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

登
呂
で
は
、
野
性
の
イ
ノ
シ
シ
の
子
を
飼
い
な
ら
わ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…

と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
書
を
綜
合
し
て
猪
の
食
習
は
縄
文
弥
生
以
来
、
奈
良
時
代
に
も
家

で
猪
の
子
を
食
用
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
私
は
佛
像
の
中
に
も
、
何
か
猪
が
あ
っ
た
と
考
え
て
佛
像
史
を
み
て
い
た

ら
、
薬
師
如
来
を
護
衛
す
る
十
二
人
の
大
将
が
あ
り
「
其
の
大
將
を
十
二
神
將
と
よ

び
子
丑
寅
…
十
二
支
の
方
向
を
そ
れ
ぞ
れ
守
護
し
、
亥
の
方
向
（
北
西
）
の
守
護
神

を
宮ク

毘ビ

羅ラ

大
將
又
はK

om
p
ila

コ

ン

ピ

ラ

と
よ
び
我
が
国
で
は
金
毘
羅
童
子
と
な
り
て
活
躍
す
」

と
あ
っ
た
。
後
世
、
神
將
は
頭
部
に
十
二
支
の
像
を
つ
け
る
も
の
多
し
」
と
あ
っ
た
。

私
は
コ
ン
ピ
ラ
童
子
が
猪
の
背
に
乗
っ
て
弓
矢
を
持
っ
た
護
符
を
見
た
こ
と
を
思
い

だ
し
た
。
明
治
以
後
は
神
佛
分
離
で
現
在
の
金
比
羅
神
社
に
は
此
の
よ
う
な
護
符
は

な
く
な
っ
た
と
考
え
る
。

長
崎
県
下
の
猪
の
話
で
は
、
私
達
は
先
ず
対
馬
藩
の
陶
山
納と

つ

菴あ
ん

の
事
を
考
え
る
。

納
菴
の
評
論
に
つ
い
て
は
「
新
対
馬
島
誌
」
四
、
対
馬
聖
人
の
部
（
P.

三
一
九)
に
詳

し
い
。
納
菴
は
「
天
然
資
源
の
乏
し
い
対
馬
に
は
野
猪
の
害
は
特
に
甚
だ
し
か
っ
た
」

の
で
全
島
の
猪
を
全
て
排
除
す
る
事
に
し
た
。
そ
の
構
想
を
記
し
た
も
の
と
し
て

「
猪
鹿
追
詰
覚
書
」
が
の
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
十
月
の

冬
、
対
馬
の
北
端
豊
崎
よ
り
着
手
し
年
々
に
南
に
下
り
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

春
南
端
豆つ

酘つ

に
至
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
其
の
猪
鹿
の
数
、
八
万
頭
で
あ
っ
た
と
記

し
て
あ
る
。
然
し
、
之
れ
に
対
し
て
対
馬
の
知
名
の
士
が
「
一
国
の
猪
を
駆
り
つ
く

し
て
之
を
た
お
す
何
と
凶
暴
ぞ
や
」
と
い
う
人
も
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
猪
の
害
は
、
対
馬
の
み
で
な
く
大
村
藩
、
と
く
に
西
彼
杵
半

島
で
は
甚
だ
し
か
っ
た
。
大
村
藩
の
記
録
「
九
葉
実
録
」
の
享
保
七
年
六
月
二
十
二

日
の
條
に
「
瀬
戸
よ
り
中
浦
に
至
る
ま
で
石
砦
を
築
き
鹿
猪
を
防
ぎ
田
園
を
守
る
」

と
あ
り
。
西
海
町
中
浦
木
場
に
は
当
時
の
猪
垣
の
基
点
の
石
垣
が
あ
り
長
崎
県
有
形

民
俗
文
化
戝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
其
の
猪
垣
に
は
「
享
保
七
年
（
一
七
二

二
）
壬
寅
年
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

猪
を
取
り
扱
っ
た
美
術
品
は
実
に
少
な
い
。
長
崎
市
内
で
は
毎
年
ご
紹
介
し
て
き

た
が
、
長
崎
市
桶
屋
町
所
蔵
の
十
二
支
刺
繍
傘
鉾
の
幕た

れ

（
長
崎
市
文
化
戝
）
に
は

「
親
子
猪
」
の
作
品
が
あ
り
、
長
崎
三
菱
造
船
所
占
勝
閣
所
蔵
の
有
名
な
山
本
芳
翠
の

十
二
支
図
（
油
彩
）
に
は
前
述
の
十
二
神
將
金
毘
羅
大
將
を
運
慶
が
今
仕
上
げ
よ
う

と
苦
心
し
て
い
る
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
長
崎
歴
史
文
化
協
会
理
事
長
）

二
九
四
号

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

新
年
の
ご
挨
拶

長
崎
歴
史
文
化
協
会
会
長
　
久
保
　
博
之

小
波
魚
青
筆
　
双
鶴
之
図

魚
青
は
明
治
・
大
正
の
間
長
山
に
於
け
る
四
條
派
の

画
人
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
（
越
中
文
庫
蔵
）


