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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今

日
は
ご
祥
当
。
い
よ
い
よ
春
で

す
ね
。
と
は
言
え
、
ま
だ
ま
だ

寒
い
日
も
あ
り
ま
す
。
く
れ
ぐ

れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語

を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
使
っ
て
い

る
仏
教
用
語
。
そ
れ
だ
け
日
本

人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

コ
ロ
ナ
疲
れ
の
二
年
間
。
ど

こ
か
旅
行
に
も
行
き
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
ど
こ
が
い
い
か
、
希

望
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
一
緒
に
行

く
夫
婦
、
友
人
の
間
で
行
き
先

は
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
決
め
ま
し
ょ

う
。
と
言
っ
て
使
っ
た
「
ジ
ャ

ン
ケ
ン
」
の
語
源
も
仏
教
に
由

来
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
ジ
ャ

ン
ケ
ン
」
は
い
つ
頃
か
ら
あ
る

も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
、
初
代
歌
川
広
重

が
一
八
三
○
（
文
政
十
三
）
年

に
描
い
た
「
ふ
う
り
ゅ
う
お
さ

な
あ
そ
び
」
の
中
に
チ
ョ
キ
と

グ
ー
ら
し
き
手
遊
び
を
し
て
い

る
子
ど
も
が
登
場
し
ま
す
。
一

九
○
四
（
明
治
三
十
七
）
年
の

「
尋
常
小
学
読
本
」
に
は
「
お
に

を
き
め
る
よ
じ
ゃ
ん
け
ん
ぽ
ん
」

と
い
う
文
章
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
四
代
目
歌
川
広
重
が
子
ど

も
時
代
（
江
戸
末
期
）
を
懐
か

し
ん
で
著
し
た
一
九
○
五
（
明

治
三
十
八
）
年
の
「
絵
本
江
戸

風
俗
往
来
」
の
中
に
も
「
ジ
ャ
ン

ケ
ン
」
が
登
場
し
ま
す
。

　

ど
う
や
ら
江
戸
末
期
か
ら
明

治
中
頃
に
か
け
て
は
既
に
広
ま
っ

て
い
た
よ
う
で
す
ね
。

　

「
じ
ゃ
ん
け
ん
ぽ
ん
（
ほ
い
）
」

は
仏
教
の
「
料
簡
法
意
（
り
ょ

う
け
ん
〈
り
ゃ
け
ん
〉
ほ
う
い
）
」

が
変
化
し
た
と
す
る
説
が
あ
り

ま
す
。

　

「
そ
ん
な
料
簡
（
了
見
）
で
は

通
用
し
な
い
」
と
い
う
言
う
場

合
の
「
料
簡
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
「
プ
ラ
マ
ー
ナ
」
の
漢

訳
で
、
善
悪
・
是
非
・
正
邪
を

判
断
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

「
法
意
」
の
「
ほ
う
」
は
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ダ
ル
マ
」

で
あ
り
、
お
釈
迦
様
の
教
え
や

真
実
を
指
し
ま
す
。
「
法
意
」
と

は
「
教
え
に
か
な
っ
て
実
現
し

て
い
る
」
「
そ
う
な
る
べ
く
し

て
な
っ
て
い
る
」
と
言
う
意
味

で
す
。

　

つ
ま
り
「
料
簡
法
意
」
は
「
お

釈
迦
様
に
お
任
せ
し
ま
す
」
と

解
せ
ま
す
。
こ
れ
が
訛
っ
て
「
じ
ゃ

ん
け
ん
ぽ
ん
（
ほ
い
）
」
に
変
化

し
て
い
っ
た
と
す
る
説
で
す
。

　

ど
っ
ち
が
良
い
と
か
悪
い
と

か
、
ど
っ
ち
が
勝
っ
た
か
負
け

た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
「
お

釈
迦
様
に
お
任
せ
し
ま
す
」
の

で
「
じ
ゃ
ん
け
ん
ほ
い
（
料
簡

法
意
）
」
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

　

ジ
ャ
ン
ケ
ン
は
日
本
か
ら
中

国
や
朝
鮮
に
伝
わ
っ
た
と
す
る

説
が
有
力
で
す
。
逆
の
説
も
あ

り
ま
す
が
、
中
国
内
陸
部
で
は

ジ
ャ
ン
ケ
ン
の
習
慣
が
な
く
、
沿

岸
部
で
も
高
齢
者
は
ジ
ャ
ン
ケ

ン
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
そ
う

で
す
か
ら
、
日
本
ル
ー
ツ
説
の

方
が
有
力
で
す
。

　

欧
州
の
十
九
世
紀
の
文
献
に

ジ
ャ
ン
ケ
ン
は
存
在
せ
ず
、
二

十
世
紀
に
な
っ
て
日
本
に
つ
い

て
の
記
述
の
中
に
ジ
ャ
ン
ケ
ン

が
登
場
し
ま
す
。

　

日
本
人
の
移
民
等
を
契
機
に

世
界
各
地
に
広
が
り
、
日
本
と

関
係
が
深
い
東
南
ア
ジ
ア
や
日

本
人
が
入
植
し
た
南
米
で
も
ジ
ャ

ン
ケ
ン
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
が
舞
台
と
な
っ
た
映
画

「
〇
〇
七
は
二
度
死
ぬ
」
（
一
九

六
七
年
）
の
原
作
の
中
で
主
人

公
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ン
ド
が
ジ
ャ

ン
ケ
ン
を
す
る
場
面
が
登
場
し

ま
す
。

　

何
が
「
正
し
い
か
」「
間
違
っ

て
い
る
か
」
な
か
な
か
決
め
手

が
な
い
時
に
は
「
お
釈
迦
様
に

お
任
せ
し
ま
す
」
と
い
う
気
持

ち
で
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
決
め
ま
し
ょ

う
。
で
は
ま
た
来
月
。

※




