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十
二
月
に
な
り
ま
し
た
。
十
二
か
月
前
に
新
年
の
挨
拶

を
し
、
新
し
い
年
の
始
ま
り
に
向
け
て
様
々
な
目
標
を
立

て
臨
ん
だ
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
て
皆
さ
ん
は
、

過
ぎ
去
っ
た
日
々
を
ど
う
振
り
返
り
ま
す
か
？
普
段
、
仕

事
で
一
万
年
前
と
か
千
三
百
年
前
と
か
、
古
墳
時
代
後
期

な
ど
と
時
空
を
超
越
し
た
よ
う
な
言
葉
を
使
い
文
化
財
の

説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
た
め
、
一
年
と
い
う
単

位
が
時
折
ピ
ン
と
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
今
年
の
よ
う
に
地
震
や
噴
火
、
台
風
な
ど
の
災
害
の

ほ
か
、
疫
病
な
ど
が
多
く
続
い
た
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃

の
永え

い
し
ょ
う承

七
年
（
一
〇
五
二
）
に
は
、
末
法
の
世
を
迎
え
る

と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
柄
は
教
科
書
に
は
末ま

っ
ぽ
う
し
そ
う

法
思
想
と

し
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
釈し

ゃ
か迦

の
入
滅
後
お
よ
そ
五
百

年
は
正
し
い
仏
法
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
後
、
年
数
が

立
つ
と
人
々
が
仏
教
の
教
え
を
軽
ん
じ
る
よ
う
に
な
り
、

修
行
も
怠
り
悟
り
も
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
末
法
の
時
代
が

一
万
年
も
続
く
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

暗
く
不
安
な
時
代
で
あ
る
平
安
時
代
後
半
の
人
た
ち
の
タ

イ
ム
ス
ケ
ー
ル
は
さ
ら
に
大
き
く
、
弥み

ろ
く勒

信
仰
と
結
び
つ

い
て
、
釈
迦
入
滅
後
五
六
億
七
千
万
年
の
後
に
再
び
弥
勒

が
こ
の
世
に
現
れ
釈
迦
の
救
い
に
漏
れ
た
人
達
を
救
う
と

さ
れ
ま
し
た
。
戦
乱
で
明
日
の
生
死
も
わ
か
ら
な
い
戦
国

期
の
東
国
の
武
士
た
ち
は
、
こ
の
考
え
を
多
く
受
け
入
れ

ま
し
た
。
き
っ
と
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
未
来
、
本
当
か

ど
う
か
わ
か
ら
な
い
未
来
で
も
、
い
つ
か
は
救
わ
れ
る
と

い
う
望
み
を
も
っ
て
い
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

話
題
は
変
わ
り
ま
す
が
、
九
月
に
市
内
の
小
学
六
年
生

全
員
に
歴
史
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
歴
史
が
嫌
い
と
回
答
し
た
人
は
５
パ

ー
セ
ン
ト
、
好
き
が
47
パ
ー
セ
ン
ト
、
普
通
が
48
パ
ー

セ
ン
ト
で
し
た
。「
好
き
な
時
代
は
？
」
の
問
い
に
男
子

は
、
鎌
倉
か
ら
江
戸
時
代
、
女
子
は
奈
良
平
安
時
代
、
江

戸
時
代
が
多
く
、
中
に
は
「
平
成
」
に
丸
を
付
け
て
く
れ

た
人
も
数
人
い
ま
し
た
。「
歴
史
上
の
人
物
で
好
き
な
人

は
」
の
問
い
に
男
女
と
も
一
位
が
織
田
信
長
、
続
い
て
徳

川
家
康
、
男
子
は
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
戦
国
武
将
と
坂
本
龍

馬
、
源
頼
朝
、
聖
徳
太
子
な
ど
が
続
き
ま
す
。
女
子
は
上

位
に
紫
式
部
、
清
少
納
言
、
卑
弥
呼
が
ラ
ン
ク
イ
ン
し
ま

す
。
は
っ
き
り
と
嗜
好
が
分
か
れ
る
よ
う
で
す
。

大
河
ド
ラ
マ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
の
影
響
も
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
一
種
の
あ
こ
が
れ
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

「
将
来
、
行
っ
て
み
た
い
世
界
遺
産
は
？
」
の
問
い
に

一
番
多
い
回
答
は
、
富
士
山
、
次
い
で
金
閣
寺
・
銀
閣
寺
、

姫
路
城
な
ど
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
、
モ

ン
サ
ン
ミ
ッ
シ
ェ
ル
、
サ
グ
ラ
ダ
フ
ァ
ミ
リ
ア
な
ど
良
く

知
っ
て
い
る
な
と
感
心
す
る
回
答
も
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
意
外
な
結
果
と
思
っ
た
の
が
、

縄
文
時
代
～
平
安
時
代
を
好
き
な
時
代
と
選
ん
だ
児
童
が

か
な
り
少
な
く
、
特
に
縄
文
・
弥
生
時
代
に
比
べ
る
と
古

墳
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
を
選
ん
で
く
れ
た
人
は
ほ
ん
の
わ

ず
か
で
し
た
。
や
は
り
一
万
年
と
か
三
千
年
と
か
千
五
百

年
と
か
漠
然
と
し
た
時
間
軸
が
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い

要
因
な
の
で
し
ょ
う
か
？
古
文
書
な
ど
の
記
録
も
わ
ず
か

し
か
残
っ
て
無
い
時
代
の
た
め
、
登
場
人
物
の
顔
が
見
え

な
い
時
代
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
時
代
の
面
白
さ

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
も
っ
と
工
夫
が
必
要
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
遺
跡
や
史
跡
な
ど
で
は
直

接
個
人
の
顔
が
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
下
野

薬
師
寺
跡
の
よ
う
に
古
麻
呂
、
道
鏡
な
ど
と
個
人
が
思
い

浮
か
ぶ
史
跡
は
関
東
地
方
で
も
稀
で
、
県
内
で
全
時
代
を

通
し
て
み
て
も
わ
ず
か
だ
と
思
い
ま
す
。

現
代
が
末
法
の
時
代
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
だ
け
科
学
が
進
歩
し
た
時
代
で
も
大
晦
日
に
は
多
く

の
人
た
ち
が
、
一
年
間
の
御
礼
と
新
た
な
お
願
い
の
た
め

神
社
や
寺
院
に
お
参
り
に
行
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
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