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大
変
遅
ま
き
な
が
ら
、
「
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」 

 
本
年
も
立
教
小
学
校
を
お
支
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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三
学
期
の
始
業
礼
拝
は
講
堂
で
行
い
ま
し
た
。
コ

ロ
ナ
対
策
の
た
め
参
加
学
年
は
、二
年
生
と
五
年
生
。

そ
の
他
の
学
年
は
教
室
で
映
像
に
よ
る
礼
拝
。
児
童

の
み
な
さ
ん
に
、
こ
ん
な
話
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

始
業
礼
拝
、
本
当
は
一
月
七
日
の
予
定
で
し
た
。

み
ん
な
も
知
っ
て
の
通
り
六
日
の
大
雪
。
道
路
が
凍

っ
て
ツ
ル
ツ
ル
す
べ
る
道
を
、
学
期
始
め
で
両
手
に

大
荷
物
を
持
っ
た
君
た
ち
を
歩
か
せ
る
こ
と
は
危
険

す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
始
業
礼
拝
を
今
日
、
十
一

日
に
延
ば
し
ま
し
た
。 

一
月
七
日
、
「
七
草
が
ゆ
」
を
食
べ
た
人
は
い
ま

す
か
。
あ
っ
、
多
い
で
す
ね
。
「
七
草
が
ゆ
」
、
文

字
通
り
、
春
の
七
種
類
の
草
と
言
う
か
、
植
物
の
入

っ
て
い
る
お
か
ゆ
で
す
。
七
種
類
の
う
ち
の
「
す
ず

な
」
は
「
か
ぶ
」
の
こ
と
。
「
す
ず
し
ろ
」
は
「
大

根
」
の
こ
と
で
す
。
そ
の
他
の
五
種
類
は
確
か
に
草

と
言
う
か
葉
っ
ぱ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

君
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
「
な
ず
な
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「
な
ず
な
」
、
別
名

「
ぺ
ん
ぺ
ん
草
」
と
も
言
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
人

も
、
七
草
と
言
う
と
「
な
ず
な
」
を
真
っ
先
に
挙
げ

た
よ
う
で
す
。
「
す
ず
な
」
「
す
ず
し
ろ
」
「
な
ず

な
」
で
、
三
種
類
。
残
り
あ
と
四
種
類
で
す
ね
。 

聞
き
な
れ
な
い
「
ご
ぎ
ょ
う
」
と
呼
ば
れ
る
草
も

入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
草
も
別
名
が
あ
り
ま
す
。
草

全
体
に
白
く
や
わ
ら
か
な
毛
の
生
え
た
、
黄
色
い
花

を
咲
か
せ
る
植
物
で
す
。
調
べ
て
み
る
と
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

「
ほ
と
け
の
ざ
」
と
言
う
の
も
七
草
の
ひ
と
つ
で

す
。
植
物
図
鑑
を
見
る
と
「
ほ
と
け
の
ざ
」
と
し
て

出
て
い
る
の
は
、
シ
ソ
科
の
紫
の
花
が
咲
く
植
物
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
春
の
七
草
に
は
入
れ
ま
せ

ん
。
七
草
に
入
る
「
ほ
と
け
の
ざ
」
は
、
別
名
「
コ

オ
ニ
タ
ビ
ラ
コ
」
と
言
う
、
キ
ク
科
の
植
物
で
す
。

あ
と
二
種
類
分
か
る
と
完
璧
で
す
ね
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

江
戸
時
代
の
人
も
七
草
が
ゆ
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。

七
草
を
刻
む
と
き
に
、
こ
ん
な
歌
を
歌
い
な
が
ら
刻

ん
だ
そ
う
で
す
。「
七
草
な
ず
な 

唐
土
の
鳥
が 

日

本
の
国
へ
渡
ら
ぬ
先
に 

ス
ト
ト
ン
ト
ン
ト
ン 

ス

ト
ト
ン
ト
ン
ト
ン
」
。 

唐
土
（
と
う
ど
）
の
鳥
と
は
、
中
国
の
鳥
と
い
う

意
味
で
、
外
国
か
ら
来
る
妖
怪
。
別
名
「
う
ぶ
め
鳥
」

と
言
っ
て
、
夜
で
も
目
が
見
え
、
人
が
捨
て
た
爪
を

食
べ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
爪
を
食
べ
る
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
爪
の
主
の
魂
を
奪
う
と
い
う
怖
い
妖
怪
な

の
だ
と
か
。
そ
の
妖
怪
が
日
本
の
国
へ
渡
っ
て
く
る

前
に
、
ス
ト
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と
退
治
し
て
し
ま
え
、

と
言
う
意
味
の
呪
文
の
歌
な
の
で
す
。 

江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
、
一
月
七
日
に
七
草
が
ゆ

を
食
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
七
草
爪
」
と
言
っ
て
、

七
草
が
ゆ
で
余
っ
た
「
な
ず
な
」
を
水
に
入
れ
、
こ

の
水
に
爪
を
浸
し
て
、
そ
の
後
爪
を
切
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
新
年
初
の
爪
切
り
を
、
江
戸
の
人
た
ち
み

ん
な
が
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
「
う
ぶ
め
鳥
」

が
、
大
量
の
爪
を
狙
っ
て
飛
ん
で
く
る
わ
け
で
す
。 

 

江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
案
外
科
学
的
で
、
目
に
見

え
ぬ
恐
ろ
し
い
も
の
に
命
を
と
ら
れ
ぬ
よ
う
に
と
、

健
康
を
願
っ
て
七
草
が
ゆ
を
食
べ
、
衛
生
の
た
め
に

「
七
草
爪
」
を
切
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 現

代
で
も
目
に
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
の
ウ
イ
ル
ス
と

戦
う
の
に
、爪
を
切
り
、指
先
を
清
潔
に
す
る
こ
と
、

そ
し
て
手
を
よ
く
洗
う
事
が
大
切
で
す
。み
な
さ
ん
、

爪
を
切
っ
て
あ
り
ま
す
か
。
今
日
か
ら
給
食
も
始
ま

り
ま
す
。
お
し
ゃ
べ
り
を
せ
ず
に
食
べ
る
、
い
わ
ゆ

る
「
黙
食
」
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
な
く
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
人
が
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
お
へ
そ

と
目
を
話
し
て
い
る
人
に
向
け
て
、し
ゃ
べ
ら
な
い
。 

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
と
言
う
得
体
の
し
れ
な
い
、
う
つ

り
や
す
い
ウ
イ
ル
ス
が
は
や
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で

す
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
手
洗
い
・
消
毒
・
黙
食
・
換

気
に
気
を
つ
け
て
、三
学
期
を
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。 
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憎
き
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
、
ス
ト
ト
ン
ト
ン
ト
ン
と
退

治
し
た
い
も
の
で
す
。 
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立
教
小
学
校
校
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田
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正
行
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