
　
平
成
二
十
八
年
を
迎
え
、
謹
ん
で
御
祝
詞
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

史
跡
見
学
会
・
研
修
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
三
十
四
年
目
を
迎
え
、
県
内
外
か
ら
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の『
な
が
さ
き
の
空
』も
定
例
の
発
刊
を
重
ね

四
〇
二
号
を
刻
む
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
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
振
興

に
貢
献
し
て
ま
い
り
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
八
年

　
　
申
年
に
よ
せ
て	
越
中
　
哲
也

　
先
ず
は
新
年
の
お
よ
ろ
こ
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
本
紙
・
恒
例
に
よ
り
、
今
年
の
干
支
を

繙ひ
も
と

き
ま
す
と「
丙こ

う

 し
ん
の

 と
し

申
年
」と
あ
り「
ヒ
ノ
エ
・
サ

ル
の
年
」と
読
む
の
だ
そ
う
で
す
。

　
中
国
で
此
の
よ
う
な「
十
干
十
二
支
の
法
」が
始

ま
っ
た
の
は
殷イ

ン

の
時
代
だ
そ
う
で
す
が「
干
支
」で
年

を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
前
漢
時
代
の
初
期（
紀
元
前
一
六
四
年
）頃
か
ら
で

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
我
が
国
に
之
の
中
国
の
干
支
の
法
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
古
墳
時
代
末
の
頃
か
ら
で

あ
り
、
正
倉
院
の
御
物
の
中
に
は
既
に「
十
二
支
刻
彫
石
板
」が
保
存
さ
れ
て
い
る
そ

う
で
す
。

　
今
年
の
干
支「
丙
」に
つ
い
て「
丙
は
炳
な
り
」と
記
し
、
其
の
説
明
に「
万
物
始
め

甲
乙
丙
丁
…
の
十
干
の
甲
よ
り
始
ま
る
。
甲
は
甲よ

ろ
い

で
種
の
甲
を
破
っ
て
出
ず
る
事
。

乙
は
軋あ

つ
と
韻
が
通
じ
万
物
が
軋
々
然
と
伸
び
出
る
事
。
丙
は
炳
と
同
意
に
て
万
物
生
じ

て
炳
然
と
あ
ら
わ
る
る
事
。
丁
は
…

　
十
二
支
の「
申
」の
文
字
に
つ
い
て
の
説
明
は「
申
は
身
に
通
じ
、
万
物
の
体
が
完

成
す
る
事
」と
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
本
年
は「
事
物
炳へ

い

 ぜ
ん然

と
あ
ら
わ
れ
全
て
完
成
す
る
」よ
き
年
で
あ
る
と

私
は
考
え
て
い
る
。

　
次
に
十
二
支
と
い
う
の
は「
天
体
の
十
二
辰
に
象か

た
ど

っ
て
一
月
よ
り
十
二
月
に
配
し

た
」の
だ
そ
う
で
す
が
、
其
の
十
二
支
の「
子
の
文
字
を
鼠
」に「
丑
の
文
字
を
牛
」
…

と
い
う
よ
う
に
多
く
の
動
物
の
中
よ
り
ど
う
し
て
十
二
の
動
物
を
選
ん
だ
の
か
不
明

だ
と
い
う
。

　
我
が
国
の
昔
囃
で
猿
が
登
上
す
る
話
と
い
え
ば
私
達
は
先
ず「
猿
か
に
合
戦
」を
思

い
出
す
。
そ
の
昔
、
猿
は
自
分
が
拾
っ
た
柿
の
種
を
、
蟹
が
持
っ
て
い
た「
お
に
ぎ

り
飯め

し

」と
交
換
、
其
の
後
、
蟹
は
柿
の
種
を
ま
き
ま
し
た
。
や
が
て
柿
の
木
は
大
き

く
な
っ
て
大
き
な
実
が
な
り
ま
し
た
。
猿
が
其
の
時「
蟹
さ
ん
、
あ
な
た
は
木
に
登

れ
な
い
か
ら
、
私
が
取
っ
て
あ
げ
ま
す
よ
」と
言
っ
て
木
に
登
り
、
お
い
し
い
柿
は

自
分
が
食
べ
、
渋
い
柿
を
上
か
ら
投
げ
て
蟹
さ
ん
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
蟹
さ

ん
の
子
は
悲
し
み
、
臼
・
杵
・
蜂
・
栗
さ
ん
達
の
助
け
を
か
り
て
仇
を
う
っ
た
そ
う

で
す
。
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
童
話
だ
と
言
う
。

　
桃
太
郎
さ
ん
の
お
話
に
も
、
お
供
に
猿
が
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
さ
て
猿
と
言
え
ば
、

中
国
・
明
時
代
の
呉
承
恩
作
の「
西
遊
記
」に
登
場
し
て
く
る
孫
悟
空
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
孫
悟
空
は
三
蔵
法
師
の
従
者
と
し
て
猪
八
戒
・
沙
悟
淨
と
共
に
天
竺
国
に
一
切

経
を
求
め
て
旅
に
出
て
、
無
事
経
典
を
得
て
白
馬
寺
に
帰
国
す
る
と
い
う
物
語
で
、
其

の
旅
の
途
中
、
各
種
の
妖
怪
に
出
蓬
い
苦
難
の
道
を
歩
く
が
悟
空
の
神
通
力
で
征
服
す

る
と
い
う
何
か
愉
快
な
物
語
で
、
中
国
の
京
劇
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　
長
崎
で
猿
の
話
と
い
え
ば
私
は
画
人
森
狙
仙
の
事
を
思
い
出
す
。
狙
仙
は『
近
世

逸
人
畫
史
』（
岡
田
橒
軒

著
）や『
古
畫
備
考
』（
朝

岡
興
禎
著
）に
す
で
に

其
の
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
但
し『
長
崎
畫
人

伝
』（
渡
辺
鶴
州
編
）に

は
狙
仙
の
画
行
を
記
し

て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ

い
て
林
源
𠮷
先
生
は

「
鶴
州
が『
画
人
伝
』を

編
輯
し
た
時
す
で
に
大

阪
に
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」と
言
わ
れ
る
。

　
森
家
は
元
来
、
大
阪
の
画
人
で
長
兄
も
狩
野
派
の
画
家
森
陽
春
と
い
う
画
人
で
、

其
の
代
表
作
と
し
て
長
崎
か
じ
屋
町
大
光
寺
本
堂
餘
間
の
襖
に
桐
鳳
凰
図
の
大
作
が

残
っ
て
い
る
。
次
兄
貴
信
も
画
人
で
、
文
政
六
年（
一
八
二
三
）八
十
六
才
大
阪
に
て

歿
す
と
あ
る
。

　
狙
仙
は
延
享
四
年（
一
七
四
七
）生
れ
、
文
政
四
年（
一
八
二
一
）大
阪
で
歿
し
号
を

霊
明
庵
と
称
し
て
い
る
。
特
に
猿
の
図
は
有
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は「
狙
仙
・

山
中
粛
寺
を
宿
と
し
野
猿
を
実
写
し
た
」か
ら
で
あ
る
と
言
う
、
こ
の
狙
仙
が
粛
山

と
し
た
処
は
多
良
岳
金
泉
寺
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　『
長
崎
談
叢
第
十
九
輯
』（
昭
和
十
二
年
刊
）林
源
𠮷
先
生
の
論
考「
畫
人
狙
仙
と
噂

の
多
良
岳
」に
次
の
文
を
記
し
て
お
ら
れ
る
。

　
昭
和
十
一
年
七
月
、
久
し
振
り
に
来
遊
さ
れ
た
吉
井
勇
氏
が
其
の
月
の
十
日
に
湯

江
村
の
有
志
に
招
か
れ
て
出
立
の
時
、
私
は
画
人
狙
仙
と
噂
の
多
良
岳
の
話
を
簡
単

に
述
べ
た
と
こ
ろ
吉
井
氏
は
之
の
話
に
興
味
を
持
た
れ
て
登
山
さ
れ
た
。
其
の
後
吉

井
氏
の
短
歌
に
次
の
短
歌
が
あ
り
ま
し
た
。

多
良
岳
の
摩
尼
の
山
路
の
ゆ
き
か
え
り

　
狙
仙
の
猿
に
会
ふ
よ
し
も
か
な

　
次
に
、
長
崎
に
は
猿
工
芸
の
名
工
が
お
ら
れ
た
。
そ
れ
は
永
見
徳
太
郎
先
生
の『
長

崎
の
美
術
史
』（
昭
和
四
九
年
刊
・
長
崎
書
店
刊
）に
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
ら
れ
る
。

　
野
田
光
廣

　
肥
前
諌
早
領
矢
上
村
の
人
に
て
家
世
に
鍔ツ

バ

師シ

た
り
。
彼
は
父
に

技
を
早
く
よ
り
受
け
、
二
十
才
の
時
、
江
戸
に
出
て
修
業
す
。
領
主
彼
の
妙
技

　
　
新
年
の
ご
挨
拶	

長
崎
歴
史
文
化
協
会
会
長
　
篠
原
　
俊
一

に
感
ん
じ
、
扶
持
米
を
給
し
た
程
で
、
彼
の
作
品
千
匹
猿
、
千
俵
は
最
も
有
名

で
文
化
年
間
六
十
五
才
で
歿
。（
一
八
一
八
年
頃
）

　
其
の
頃
の
武
士
は
好
ん
で
此
の
鍔
を
大
刀
に
用
ひ
、
光
廣
の
千
匹
猿
と
い
っ

て
誇
っ
て
い
た
。
思
う
に
猿
は
魔
を
拂
ふ
魔
除
け
の
鍔
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
昭
和
七
年
一
月
発
刊
の『
奈
雅
瑳
竒
』（
れ
な
せ
ん
さ
会
刊
）に
宮
崎
清
成
先
輩
は「
南

京
寺
の
猿
」を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
に
よ
る
と

　
寺
町
の
唐
寺
興
福
寺
内
の
好
應
閣
の
隅
木
に
は
四
匹
の
猿
の
彫
刻
品
が
あ
っ

た
が
今
は
一
匹
の
み
残
っ
て
い
る
。
今
日
で
も
痘
瘡
除
け
の
猿
と
し
て
人
か
ら

敬
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
堂
の
創
立
は
元
和
年
間
で
あ
っ
た
が
寛
文
三
年
の
大
火

に
て
焼
失
、
享
保
七
年（
一
七
二
二
）再
建
。
…

　
最
初
は
四
匹
い
た
そ
う
で
す
が
作
り
が
あ
ま
り
巧
妙
で
あ
っ
た
の
で
一
匹
ず
つ
逃

げ
去
り
、
最
後
の
一
匹
も
逃
げ
よ
う
と
し
た
時
、
突
然
、
観
音
様
が
あ
ら
わ
れ「
町
で

は
今
痘
瘡
が
流
行
し
て
い
る
の
で
子
供
達
を
守
る
た
め
に
寺
に
お
る
よ
う
に
」と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。
猿
は
び
っ
く
り
し
て「
御
命
令
の
通
り
元
の
所
に
止
り
、
御
役
目
大

事
に
仕
へ
ま
す
か
ら
、
お
許
し
下
さ
い
。
力
を
尽
し
て
病
気
の
予
防
に
つ
い
て
御
奉
公

申
し
上
げ
ま
す
」と
詑
を
入
れ
寺
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
猿
物
語
は
イ
ン
ド
の
経
典Tinduka Jálaka

に
よ
っ
た
も
の
だ
と

記
し
て
あ
り
、
現
在
こ
の
猿
公
は
原
爆
に
よ
り
妙
應
閣
が
破
壊
し
た
の
で
現
在
は
同

寺
庫
裡
内
に
松
尾
御
住
職
の
御
取
り
計
い
で
端
座
し
て
お
ら
れ
る
。
又
唐
寺
崇
福
寺

に
も
唐
工
作
の
猿
面
の
守
護
佛
か
ら
お
ら
れ
る
の
で
拝
顔
に
行
か
れ
る
と
よ
い
。

　
長
崎
の
古
賀
人
形
に
も
桃
を
抱
い
た
可
愛
い
い
猿
の
古
賀
人
形
が
あ
り
、
口
伝
に

よ
る
と
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

　
猿
は
山
王
大
権
現
の
使

つ
か
わ
し

者も
の

で
大
い
に
蟹
を
嫌
ふ
こ
と
甚
し
、
且
つ
猿
は
農

業
を
祝
ひ
、
商
家
を
賑
わ
し
、
武
家
の
厩う

ま
や

を
守
護
す
。

　
中
国
の
猿
の
説
話
に
は
我
が
国
に
は
な
い
色
々
の
猿
の
話
が
書
い
て
あ
っ
た
。

　「
猿
は
寿
八
百
才
に
な
る
と
猴さ

る

と
な
り
、
寿
千
歳
と
な

れ
ば
化
し
て
老
人
と
な
り
、
美
貌
の
婦
人
を
み
る
と
山

中
に
同
伴
し
妻
と
す
る
」そ
う
で
す
。（
博
物
志
）

四
〇
二
号

　
平
成
二
十
八
年
一
月
十
日

唐寺興福寺 猿木彫
（片岡勝義	撮影）

猿の図（中山文孝	画）
長崎純心大学博物館蔵


