
平
成
二
十
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
四
千
三
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
九
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
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
年

新
た
ま
の
年
を
迎
え
て

理
事
長

越
中
　
哲
也

先
ず
は
子
年
の
新
春
に
よ
せ
　
御
祝
詞
申
し
上
げ
ま
す

一
、
長
崎
歴
史
文
化
協
会
を
創
立
し
て
戴
い
て

よ
り
今
年
は
二
十
六
年
に
な
る
。
そ
し
て
私
が

「
新
た
ま
の
年
を
迎
え
て
」
を
書
き
始
め
た
の
は

創
立
の
翌
年
昭
和
五
十
八
年
正
月
か
ら
で
あ
っ

た
の
で
、
子
年
の
事
を
書
く
の
は
今
回
は
二
回

目
と
な
る
。
前
回
の
子
年
の
記
事
は
平
成
八
年

十
月
発
刊
し
た
『
な
が
さ
き
の
空
　
第
八
集
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
長
崎
で
は
節
分
の
夜
、
大
根
に
て

白
鼠
を
作
り
、
其
の
口
に
付
木
を
く
わ
え
さ
せ
、
そ
れ
を
盆
に
の
せ
た
子
ど
も
達
が
各

家
を
廻
り
、
お
祝
儀
を
い
た
ヾ
い
て
帰
る
風
習
が
あ
っ
た
事
を
書
い
た
が
、
こ
の
風
習

は
昭
和
も
初
め
頃
に
は
既
に
な
く
な
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

次
に
は
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
京
都
の
人
・
広
川

の
著
書
「
長
崎
聞
見
録
」

を
引
い
て
「
長
崎
の
ジ
ャ
コ
ウ
鼠
は
他
見
に
て
は
見
る
こ
と
な
し
…
こ
の
鳴
き
声
を
き

き
長
崎
の
人
は
吉
兆
と
し
て
喜
ぶ
」
と
言
う
記
事
を
の
せ
て
い
る
。

こ
の
稿
以
来
、
私
は
毎
年
の
よ
う
に
新
年
号
に
は
其
の
年
の
干え

支と

に
関
す
る
記
事
を

載
せ
て
き
た
が
、
干
支
の
原
典
は
中
国
の
暦
法
に
あ
り
私
に
も
良
く
わ
か
ら
な
い
事
が

多
い
。
前
回
に
も
記
し
た
が
干
支
は
其
の
文
字
よ
り
、
干
は
「
幹
」
で
あ
り
暦
法
の
根

幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
甲
乙
丙
丁
…
の
十
種
が
あ
る
と
記
し
、
次
に
支
は
枝

で
あ
り
子
丑
寅
卯
…
の
十
二
種
が
あ
る
と
記
し
て
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
干
と
支
を
組
み

合
わ
せ
る
と
き
暦
は
で
き
る
と
言
う
。
即
ち
第
一
番
目
は
甲
子
、
次
は
乙
丑
、
丙
寅
…

の
順
に
組
み
合
わ
せ
再
び
甲
子
の
組
み
合
せ
に
戻
る
に
は
六
十
年
か
か
り
、
之
を
還
暦

と
名
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
国
の
暦
法
は
い
つ
頃
よ
り
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
事
に
つ

い
て
、
中
国
史
研
究
の
諸
先
輩
の
論
を
み
る
と
十
干
十
二
支
の
発
想
は
中
国
殷
の
時
代

（
約
、
三
〇
〇
〇
年
前
）
に
始
ま
り
、
十
干
は
日
常
生
活
上
に
最
も
関
係
の
深
い
五
つ
の

元
素
で
あ
る
木
・
火
・
土
・
金
・
水
を
基
本
と
し
、
其
の
一
ツ
一
ツ
に
上
（
兄エ

）
下

（
弟ト

）
を
き
め
て
十
と
し
、
其
の
第
一
の
甲
は
我
が
国
で
は
キ
ノ
エ
。
乙
は
キ
ノ
ト
。
…

と
よ
ん
で
い
る
。
次
に
十
二
支
の
方
は
月
の
運
行
十
二
ヶ
月
に
合
わ
せ
て
子
・
丑
・
寅

…
の
文
字
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
子
の
字
に
は
鼠
・
丑
に
は

牛
・
寅
に
は
虎
と
、
文
字
と
動
物
を
合
わ
せ
た
か
と
の
質
問
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
は
古

来
よ
り
不
明
で
し
た
…
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

兎
も
角
・
暦
の
始
ま
り
は
甲
子
の
年
で
あ
り
・
六
十
年
に
一
度
そ
の
「
甲

キ
ノ
エ

子ネ

の
年
」

を
迎
え
る
と
い
う
の
で
暦
法
で
甲
子
の
年
に
は
「
制
令
を
改
め
」
心
を
新
た
に
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
事
に
応
じ
て
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
年
）
は
甲
子
の
年

に
あ
た
っ
た
の
で
幕
府
は
享
和
四
年
と
す
べ
き
年
号
を
「
文
化
が
開
け
る
よ
う
に
」
と

年
号
を
文
化
と
改
め
て
い
る
。
そ
し
て
此
の
年
よ
り
平
戸
松
浦

山
公
は
筆
を
起
こ
し

て
書
物
の
名
を
「
甲
子
夜
話
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
甲
子
夜
話
は
正
続
あ
わ
せ
て
二
百

巻
、
其
の
他
三
編
七
十
八
巻
に
及
ぶ
大
著
と
し
て
有
名
で
あ
り
国
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
平
戸
松
浦
資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

文
化
元
年
以
後
二
度
目
の
「
甲
子
の
年
」
は
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
年
）
で
あ
っ

た
が
我
が
国
は
明
治
六
年
明
治
政
府
に
よ
っ
て
西
洋
暦
に
改
正
さ
れ
て
い
た
の
で
年
号

改
正
の
事
は
な
か
っ
た
。

今
年
は
「
甲
子
」
の
年
で
は
な
く
「
戊ボ

子シ

」
の
年
で
あ
り
、
我
が
国
で
は
「
ツ
チ
ノ

エ
・
ネ
ズ
ミ
」
の
年
と
読
ん
で
い
る
。「
史
記
」
の
「
律
書
」
を
み
る
と
、
戊
の
字
は

「
万
物
盛
ん
に
し
げ
る
」
の
意
味
が
あ
り
、
子
も
亦
・
滋
の
字
と
音
を
同
じ
く
し
て
「
し

げ
る
」
と
あ
る
。
今
年
は
「
大
い
に
戊し
げ

る
に
滋し
げ

っ
て
」
よ
い
年
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

二
、
次
に
「
子
」
の
字
の
解
説
を
読
む
と
、
象
形
の
古
文
書
に
は

と
あ
る
。
上
の
巛

は
頭
髪
を
あ
ら
わ
し
「
下
の
♀
は
小
児
を
あ
ら
わ
す
」
と
あ
っ
た
。
♀
の
型
で
子
ど
も

の
頭
と
手
は
わ
か
る
が
、
何
故
足
は
一
本
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
更
に
同
書
を
読
む
と
小

児
は
常
時
「
お
む
つ
」
を
し
て
い
る
の
で
と
記
し
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
子
」
の
本
義

は
「
父
母
の
間
に
生
れ
た
る
も
の
に
し
て
「
子
」
の
文
字
に
は
男
女
区
別
な
し
、
後
に

転
じ
て
子
は
男
子
の
美
称
と
な
り
、
天
子
、
孔
子
、
老
子
な
ど
と
言
え
り
。」
ま
た
子
の

文
字
は
「
假
借
し
て
慈
・
茲
・
祀
と
す
。」
と
あ
っ
た
。

次
に
「
子
」
の
文
字
は
方
向
に
あ
て
る
と
北
の
方
向
に
当
た
る
。
そ
れ
は
子
は
十
二

支
の
最
初
の
文
字
で
あ
り
、
磁
針
は
必
ず
北
を
指
す
の
で
北
を
基
点
と
し
、
そ
れ
よ
り

十
二
支
を
あ
て
は
め
る
か
ら
で
あ
る
。

長
崎
港
口
に
「
ネ
ズ
ミ
島
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
戦
前
よ
り
「
ネ
ズ
ミ
島
海
水
浴
場
」

と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
子
供
の
頃
は
「
島
の
型
が
ネ
ズ
ミ
に
似
て
い
る
か
ら
」
と
か

「
昔
こ
の
島
に
は
ネ
ズ
ミ
が
多
く
て
畑
も
で
き
な
か
っ
た
」
と
聞
い
て
い
た
。
然
し
正
徳

年
間
（
一
七
一
五
年
―
）
釈
元
享
（
後
に
還
俗
し
て
長
崎
君

と
改
む
）
が
著
し
た
長

崎
図
誌
（
長
崎
純
心
大
学
復
刊
）
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

鼠
嶼

天
門
力
峯
（
註
・
長
崎
港
の
入
口
に
あ
る
右
手
の
岬
で
俗
に
男お

神か
み

と
い
う
）
の
西
南
に

あ
り
。
初
の
名
は
子ネ

角ズ
ミ

嶼シ
マ

・
戸
町
浦
の
正
北
に
当
る
故
に
名
づ
く
。
世
に
伝
う
深
堀

氏
・
長
崎
氏
こ
の
島
を
賭か
け

て
勝
負
し
長
崎
氏
こ
れ
に
勝
ち
遂
に
島
を
取
る
。

又
、
野
口
文
竜
の
注
に
よ
る
と
「
此
の
島
・
俗
人
佝こ

う
ご
う

島
と
呼
び
神
功
皇
后
三
韓
と
戦

う
時
こ
の
島
に
憩
う
故
に
こ
の
名
あ
り
」
と
注
し
て
い
る
。

然
し
私
は
、
長
崎
の
方
言
で
、
背
中
に
子
ど
も
を
お
ん
ぶ
し
て
い
る
人
、
又
は
背
中
の

ま
る
ま
っ
た
人
を
「
コ
ウ
ゴ
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、
コ
ウ
ゴ
ウ
島
の
意
味
は

「
港
の
入
口
に
あ
る
小
さ
な
丸
ま
っ
た
島
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

三
、
鼠
は
大
黒
様
の
「
つ
か
い
物
」
と
い
う
。
そ
れ
は
大
黒
様
は
我
が
国
の
大
国
主
命

と
「
黒
」
と
「
国
」
の
文
字
の
音
が
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
大
国
主
命
の
出
雲
神
話

に
は
ネ
ズ
ミ
が
登
場
し
て
く
る
の
で
大
黒
様
と
ネ
ズ
ミ
に
関
係
づ
け
て
語
ら
れ
る
が
大

黒
様
は
本
来
佛
教
の
神
様
で
「
暗
夜
を
司
る
佛
」m

ah a --kal a -

で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
ネ

ズ
ミ
の
異
名
を
「
ヨ
メ
」
と
い
う
の
は
其
の
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

○
新
年
を
寿
ぎ
・
郷
土
の
文
芸
作
家
明
坂
英
二
氏
よ
り
新
年
早
々
に
長
崎
新
聞
に
連

載
さ
れ
た「
カ
ス
テ
ラ
文
学
館
」を
ま
と
め
ら
れ
た
文
集
を
戴
き
年
頭
よ
り
長
崎
文
化

史
を
大
い
に
楽
し
ま
せ
て
戴
い
た
。

（
松
翁
軒
刊
・
一
二
六
〇
円
。）

○
さ
て
、
事
務
局
よ
り
前
号
に
続
い
て
一
月
の
長
崎
年
中
行
事
を
書
い
て
下
さ
い
と
言

わ
れ
る
。
然
し
一
月
は
行
事
が
多
い
の
で
深
く
知
り
た
い
人
は
前
号
で
紹
介
し
た
野
口
文

竜
の「
長
崎
歳
時
記
」が
長
崎
県
史
資
料
編（
四
）に
あ
る
の
で
御
読
み
下
さ
る
と
よ
い
。

○
長
崎
で
変
っ
た
正
月
行
事
と
言
え
ば「
チ
ヤ
ン
メ
ラ
吹
き
」と
い
う
の
が
記
し
て
あ

る
。
そ
し
て
長
崎
名
勝
図
絵
を
見
る
と
其
の
挿
絵
が
描
い
て
あ
る
。

○
元
日
は
財
布
を
堅
く
し
め
銭
を
つ
か
わ
ぬ
事
、
二
日
は
早
朝
よ
り
ト
ウ
ラ
ゴ（
な
ま

こ
）売
り
来
る
故
、
お
祝
儀
を
つ
け
て
買
う
こ
と
。

○
四
日
よ
り
市
中
の「
踏
絵
」は
じ
ま
る
と
記
し
其
の
町
順
も
記
し
て
あ
る
。
八
日
は

丸
山
・
寄
合
町
の
踏
絵
あ
り「
市
中
の
人
あ
そ
び
人
に
姿
を
変
え
面
を
覆
ふ
て
見
物
に

行
く
、
賑
か
な
り
」と
あ
る
。

○
七
日
は
早
朝
に
起
き
俎ま
な

板い
た

の
上
に
七
草
を
置
き
、
右
手
に
包
丁
・
左
手
に
擂
す
り
こ

木ぎ

を

持
ち
七
草
を
敲
い
て
七
草
の
う
た
を
う
た
う
。
雑
す
い
を
煮
て
供
す
。

○
十
日
は
惠
美
須
講
に
て
賑
う
。
十
一
日
は
鏡
び
ら
き
。

○
十
四
日
は
夜
よ
り
モ
グ
ラ
打
ち
十
五
日
の
早
朝
ま
で
来
る
。
十
五
日
小
豆
が
ゆ
を

供
す
。
荒
神
様
の
餅
を
お
ろ
す
。
十
六
日
は
や
ぶ
入
り
。

使
用
人
を
休
ま
せ
る
。

○
二
十
日
は
二は

十つ

日か

正
月
、
幸

さ
い
わ
い

木も

の
物
を
全
て
下
し
煮

込
み
を
造
り
家
内
一
同
に
て
食
す
と
あ
っ
た
。

三
〇
六
号

平
成
二
十
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

風
信

奈良一刀彫 子（脇山壽子文庫）


