
   

も
う
す
ぐ
お
正
月
で
す
ね
。
大
晦
日
除
夜
の
鐘
が
鳴
り

終
わ
る
と
、
も
う
新
年
で
す
。 

初
日
を
拝
み
に
行
く
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
日
の
出
が

見
え
る
小
高
い
所
に
行
く
と
、
た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ

て
い
て
、
凍
え
た
手
に
息
を
吹
き
か
け
な
が
ら
日
の
出
を

待
ち
ま
す
。
す
で
に
東
の
空
は
明
る
く
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
出
る
か
、
も
う
出
る
か
、
と
思
う
の
で
す
が
、
な
か

な
か
太
陽
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
や
が
て
、
ピ
カ
ッ
と
閃
光

が
走
り
ま
す
。
そ
の
神
々
し
さ
に
、
思
わ
ず
合
掌
し
ま
す
。

太
陽
は
見
る
見
る
う
ち
に
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。 

日
本
は
日
の
丸
の
旗
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
命
の
源

を
太
陽
に
仰
ぎ
、
太
陽
を
と
て
も
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。

太
陽
が
な
け
れ
ば
動
物
も
植
物
で
も
生
き
物
は
み
ん
な
死

ん
で
し
ま
う
か
ら
で
す
。
太
陽
の
素
晴
ら
し
い
力
は
神
様

の
表
れ
と
し
て
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。
何
か
悪
い
こ
と

を
考
え
た
り
、
し
た
り
し
そ
う
に
な
る
と
、
昔
か
ら
「
お

て
ん
と
う
さ
ま
が
見
て
ご
ざ
る
」
と
言
っ
て
自
分
の
中
の

良
心
を
呼
び
覚
ま
し
て
き
ま
し
た
。
古
事
記
に
は
、
太
陽

は
万
物
を
生
か
す
天
照
大
神
の
化
身
で
あ
る
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
初
詣
を
し
て
、
産
土
の
神
様
に
、
昨
年
が
無
事

で
あ
っ
た
事
へ
の
感
謝
を
さ
さ
げ
、
今
年
一
年
心
正
し
く

生
き
る
事
へ
の
決
意
を
述
べ
ま
す
。 

年
始
め
に
各
家
庭
に
一
年
の
幸
福
を
も
た
ら
す
「
年 と

し

神
様

が
み
さ
ま

」
が
門
松
や
し
め
縄
な
ど
を
依
り
代
と
し
て
や
っ
て

来
ら
れ
ま
す
。
そ
の
お
迎
え
を
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
神

棚
や
仏
壇
を
き
れ
い
に
掃
除
し
、
そ
れ
か
ら
台
所
や
各
部

屋
を
そ
う
じ
し
ま
す
。
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
や
ご
先
祖

さ
ま
へ
の
「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
を
こ
め
て
、
家
族

み
ん
な
で
大
掃
除
を
し
ま
し
ょ
う
。 

心
も
家
も
き
れ
い
に
し
て
、
す
が
す
が 

し
い
気
持
ち
で
新
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
！ 

【
冬
至

と

う

じ

】
十
二
月
二
十
二
日 

 

二
十
四

に
じ
ゅ
う
し

節
気

せ

つ

き

で
冬
は
立
冬

り
っ
と
う

か
ら
始
ま
り

は

じ

ま

り

、
小

雪

し
ょ
う
せ
つ

、
大
雪

た
い
せ
つ

、

冬
至

と

う

じ

、
小

寒

し
ょ
う
か
ん

、
大
寒

だ
い
か
ん

と
続
く
た
め
、「
暦
の
上
で
は
冬
至

と

う

じ

は 

冬
の
最
中
だ
が
、
実
際
に
は
こ
の
日
か
ら
本
格
的 

な
冬
の
寒
さ
が
始
ま
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

冬
至

と

う

じ

は
北
半
球
で
は
、
一
年
で
太
陽
の
高
度 

が
最
も
低
く
、
昼
が
一
番
短
い
日
で
、
物
の
影
が
最
も
長

く
な
る
た
め
、
大
昔
か
ら
正
確
に
測
定
で
き
た
。
そ
こ
で

こ
の
日
を
基
点
に
、
一
太
陽
年
を
二
十
四
等
分
し
、
二
十
四

に
じ
ゅ
う
し

節
気

せ

つ

き

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
古
代
シ
ナ
で
は
陰
が
極
ま
り
陽

気
が
復
す
る
こ
の
日
を
「
一
陽
来
復

い
ち
よ
う
ら
い
ふ
く

」
と
呼
び
ま
す
。
こ

の
考
え
方
は
世
界
中
に
見
ら
れ
、
太
陽
の
復
活
を
願
う
「
冬

至
祭
」
が
古
く
か
ら
世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。 

 

冬
至
前
後
、
伊
勢
神
宮
で
は
、
宇
治
橋
の
大
鳥
居
の
間

か
ら
昇
る
朝
日
を
拝
め
る
。
冬
至
の
日
に
は
ち
ょ
う
ど
中

央
に
昇
る
た
め
、
こ
れ
を
撮
ろ
う
と
す
る
人
々
が
全
国
か

ら
詰
め
か
け
ま
す
。
冬
至
に
ゆ
ず
湯
に
入
り
カ
ボ
チ
ャ
を

食
べ
る
の
は
全
国
的
に
見
ら
れ
る
風
習
で
、
無
病

む
び
ょ
う

息
災

そ
く
さ
い

を

願
っ
て
の
も
の
で
す
。 

【
天
皇
誕
生
日
】
十
二
月
二
十
三
日 

第
百
二
十
五
代
・
今
上
天
皇
の
お
誕
生
日
で
す
。
今
年
、 

八
十
四
歳
に
な
ら
れ
ま
す
。
天
皇
陛
下
は
、「
国
民
が
幸
せ 

で
あ
る
よ
う
に
、
世
界
が
平
和
に
な
る
よ
う
に
」
と
毎
日

お
祈
り
さ
れ
、
ど
ん
な
災
害
や
困
難
が
訪
れ
た
時
も
、
国

民
と
苦
し
み
を
分
か
ち
合
い
た
い
と
、
い
つ
も
国
民
の
心

に
寄
り
添
い
、
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
、
国
民
の
お
父
さ
ん

で
す
。
そ
ん
な
天
皇
陛
下
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
日
本
は
、
世

界
で
一
番
幸
せ
で
恵
ま
れ
た
国
で
す
。 

【
大
晦
日
】
十
二
月
三
十
一
日(

大

祓

お
お
は
ら
え)

と(

大
掃
除)

 

生
活
の
中
で
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
お
か
し
た
罪
や
過
ち
、 

心
身
の
け
が
れ
を
は
ら
う
「
大
は
ら
い
」
が
全
国
の
神
社
で

行
わ
れ
ま
す
。
百
八
つ
の
除
夜
の
鐘
は
、
人
が
持
っ
て
い
る

百
八
個
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う

を
取
り
払
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

大

祓

お
お
は
ら
え

と
い
う
の
は
、
紙
で
作
っ
た
人
形
に
名
前
を
書
い

て
息
を
ふ
き
か
け
た
り
体
を
撫
で
た
り
し
た
も
の
を
神
様

の
前
に
お
供
え
し
て
お
祓
い
を
す
る
儀
式
で
、
今
か
ら
千

七
百
年
程
前
の
仲

哀

ち
ゅ
う
あ
い

天
皇
が
崩
御

ほ
う
ぎ
ょ

な
さ
っ
た
時
、
国
と
し

て
大

祓

お
お
は
ら
え

を
行
っ
た
の
が
最
初
で
、
そ
れ
以
後
ず
っ
と
宮
中

や
民
間
の
間
で
年
中
行
事
と
な
り
ま
し
た
。 

日
本
に
お
い
て
は
、
人
間
の
本
性
は
、 

完
全
で
円
満
な
美
し
い
魂
を
も
っ
た
日
子
・ 

日
女(

天
照
大
御
神
の
子)

で
あ
る
か
ら
、
上
に
つ
い
た
ほ

こ
り
な
ら
ば
、
は
ら
っ
た
ら
と
れ
て
、
本
来
の
姿
に
帰
る
、

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
人
は
祓 は

ら

う
べ
き
も
の
は
、

諸
々

も
ろ
も
ろ

の
罪
と
穢 け

が

れ
と
い
う
二
点
に
し
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
罪 つ

み

と
は
、「
本
来
神
の
子
の
本
当
の
姿
を
つ
つ
み
隠
し
て
い
る

こ
と
」
。
穢 け

が

れ
と
は
、
「
気
枯

け

が

れ
」
と
も
書
か
れ
る
よ
う
に

気
が
枯
れ
る
こ
と
。
包
み
を
ほ
ど
き
、
気 け

枯 が

れ
を
は
ら
う

と
は
、
生
き
生
き
と
明
る
く
朗
ら
か
に
、
神
の
子
の
陽
気

い
っ
ぱ
い
に
生
き
る
こ
と
で
す
。 

禊 み
そ

ぎ
祓 は

ら

い
の
根
本
は
、
神
の
子
人
間
の
自
覚
を
生
き
、

「
天
の
世
界
そ
の
ま
ま
に
地
上
に
理
想
世
界
を
実
現
す
る
」

と
い
う
古
事
記
に
記
さ
れ
た
国
生
み
の
み
心
に
仕
へ
奉
る

 

 

 

 



(
祭
り)

こ
と
な
の
で
す
。 

  

『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
学
園
の
理
事
長
を
さ
れ
て
い
て
、

多
く
の
素
晴
ら
し
い
本
を
お
書
き
に
な
っ
た
、
渡
邉
和
子
さ

ん
が
修
道
会
に
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。 

食
事
の
準
備
の
た
め
に
、
食
卓
に
お
皿
を
配
っ
て
い
た
渡

辺
和
子
さ
ん
に
、
あ
る
シ
ス
タ
ー
が
寄
っ
て
き
て
訊
ね
た
そ

う
で
す
。
「
あ
な
た
は
今
、
何
を
考
え
な
が
ら
お
皿
を
配
っ

て
い
ま
す
か
？
」
渡
辺
和
子
さ
ん
は
戸
惑
い
つ
つ
、「
い
え
、

何
も
考
え
て
い
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
シ
ス
タ
ー
は
、
「
あ
な
た
は
時
間
を
無
駄
に
し
て

い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
の
お
皿
を
使
う
人
の
幸
せ
を
祈
り
な
が

ら
配
ら
な
い
の
で
す
か
。
こ
の
世
に
雑
用
と
い
う
仕
事
は
な

い
の
で
す
よ
」
そ
う
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
の
で
す
』 

以
上
は
あ
る
ブ
ロ
グ
か
ら
の
引
用
で
す
。 

以
前
友
人
に
薦
め
ら
れ
渡
邊
和
子
さ
ん
の
本
を
読
み
、
深
く

印
象
に
残
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。 

お
皿
を
洗
う
と
き
、
ち
ょ
っ
と
し
た
家
事
を
し
て
い
る
時
な

ど
つ
い
“
雑
用
”
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
心
の
使

い
方
を
変
え
る
だ
け
で
時
間
の
使
い
方
も
心
の
豊
か
さ
も
変

化
す
る
の
だ
と
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
か
っ
て
い

て
も
つ
い
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
あ
え
て
時
間
を
つ

く
ら
な
く
て
も
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
習
慣
に
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
何
気
な
い
日
常
の
営
み
の
中
で
人
の
幸
せ
を
祈

り
合
う
こ
と
で
無
限
の
豊
か
さ
を
産
み
出
し
て
い
け
る
と
想

像
す
る
だ
け
で
愉
し
く
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。
ま
だ

ま
だ
習
慣
に
は
で
き
て
い
な
い
私
で
す
が
、
実
践
し
続
け
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
(
 

北
原
明
美 

) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あ
か
い
な
す 

は
じ
め
て
み
た
よ 

ち
い
さ
か
っ
た 

 
 

き
い
ろ
も
あ
る
よ 

き
れ
い
だ
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
長 

Ｍ
・
Ｓ 

☆
あ
か
な
す
は
、
ま
る
く
て
赤
く
て
つ
や
つ
や 

し
て
い
ま
し
た
ね
。 

 

み
み
ず
が
ね 

さ
と
い
も
の
中
に 

い
た
ん
だ
よ 

 
 

て
で
つ
か
ま
え
た
よ 

に
げ
て
い
っ
た
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
長 

Ｈ
・
Ｈ 

☆
さ
と
い
も
の
中
に
み
み
ず
を
み
つ
け
て
つ
か
ま
え
た
の

ね
。
み
み
ず
さ
ん
、
び
っ
く
り
し
た
で
し
ょ
う
ね
。 

 

え
だ
ま
め
は 

大
豆
に
な
る
よ 

お
い
て
た
ら 

 
 

か
た
か
っ
た
よ 

お
い
し
そ
う
だ
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
学
三
年 

Ｈ
・
Ａ 

☆
枝
豆
を
、
か
ら
か
ら
に
な
る
ま
で
、
ほ
う
っ
て
お
い
た
ら
、

ま
ん
ま
る
の
大
豆
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
ね
。 

 

え
だ
ま
め
が 
か
ら
か
ら
に
な
り 

さ
や
の
な
か 

 
 

だ
い
ず
が
で
き
た 

お
い
し
そ
う
だ
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
学
三
年 

Ｍ
・
Ａ 

☆
大
豆
の
で
き
か
た
を
目
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
て
、
お

も
し
ろ
か
っ
た
で
す
ね
。 

 

実
り
の
秋 

赤
い
な
す
や 

さ
と
い
も
や 

 
 

大
豆
も
あ
っ
て 

い
ろ
い
ろ
あ
る
よ 

赤
い
葉
が 

た
く
さ
ん
あ
っ
た 

 

赤
な
す
や 

さ
と
い
も
大
豆 

実
り
の
秋
だ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
学
四
年 

Ｙ
・
Ｙ 

☆
秋
は
、
野
菜
も
果
物
も
お
い
し
く
実
り
、
ゆ
た
か
な
心

持
ち
に
な
り
ま
す
ね
。
幸
せ
を
感
じ
ま
す
。 

    
 

                   

 

 

次
回
は
、
一
月
二
十
七
日(

土)

で
す
。 

 

講
演
会
と
ミ
ニ
寺
子
屋
で
す
。 

 

『
日
本
の
知
恵
が
世
界
を
救
う
』 

井
上
雅
夫
先
生(

同
志
社
大
学
名
誉
教
授) 

西
宮
市
中
央
公
民
館
六
階 

和
室 

九
時
半
受
付 

(

文
責
・
藤
波)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

今
月
の
論
語 

子し

、
曰

の
た
ま

わ
く
、 

「
過

あ
や
ま

ち
て
改

あ
ら
た

め
ざ
る
、 

是こ

れ
を 

過
あ
や
ま

ち
と
謂い

う
。」 

(

現
代
語
訳) 

孔
子

こ

う

し

先
生

せ
ん
せ
い

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。 

「

過
あ
や
ま

ち
を
犯 お

か

し
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま 

に
し
て

改
あ
ら
た

め
な
い
の
が
、
そ
れ
こ
そ
本
当
の

過
あ
や
ま

ち 

と
い
う
も
の
だ
。
」 

(

解

説

か
い
せ
つ)

 

誰
で
も
過
ち
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
失
敗
し
た
り
、
間
違
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を 

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

素
直
な
気
持
ち
で
や
り
直
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
ま 

ま
に
し
て
お
く
こ
と
の
方
が
大
き
な
間
違
い
で
す
。 

「
親
子
で
楽
し
む
こ
ど
も
論
語
塾
」(

明
治
書
院)

よ
り 

子
育
て
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス 

 

 

 


