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皆
さ
ま
、明
け
ま

し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
旧
年
中

は
秀
次
倶
楽
部
の

活
動
に
多
大
の
ご
理

解
、協
力
を
頂
き
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。秀
次
公
の
事
績
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、よ
り
よ
い
町
ま
ち
づ
く
り
、

環
境
づ
く
り
を
実
現
さ
せ
る
の
が
私
た
ち
の
願
い
で

す
。
歩
み
は
遅
く
と
も
、本
年
も
着
実
に
前
進
し
て

参
り
ま
す
。 

仄
仄
通
信
・
ゆ
か
り
の
お
寺
訪
問
は
今
回
が
三
回

目
と
な
り
ま
し
た
。
訪
れ
た
瑞
泉
寺
は
京
都
・
三
条

大
橋
西
詰
を
西
へ
少
し
行
っ
た
木
屋
町
通
三
条
下
ル

の
場
所
に
あ
り
ま
す
。
門
前
に
高
瀬
川
が
流
れ
、お

寺
の
裏
手
が
鴨
川
の
三
条
河
原
に
通
じ
て
い
ま
す
。こ

の
場
所
こ
そ
、ま
さ
に
秀
次
公
御
一
族
の
女
性
と
若
君

た
ち
三
十
九
人
が
悲
劇
的
な
最
後
を
遂
げ
ら
れ
た

場
所
で
あ
り
、そ
の
菩
提
所
に
な
っ
て
い
る
の
が
瑞
泉

寺
な
の
で
す
。 

江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
洛
中
図
絵
の
類
に
は
、必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
三
条
河
原
に
立
つ
四
角
錐
型
の

塚
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
塚
は
御
一
族
の
遺
骸
を
埋
め

た
跡
に
築
か
れ
た
の
で
す
が
、後
に
荒
れ
果
て
ま
し
た
。

悲
劇
か
ら
十
六
年
後
の
慶
長
十
六
年（
１
６
１
１
）、

高
瀬
川
を
開
削
し
た
角
倉
了
以
が
、荒
廃
を
目
に
し

て
心
を
傷
め
、浄
土
宗
西
山
派
の
立
空
桂
叔
和
尚
と

と
も
に
一
帯
を
墓
所
と
し
て
整
理
し
た
の
ち
瑞
泉
寺

を
建
立
し
ま
し
た
。 

二
十
一
代
目
に
な
る
中
川
住
職
は
、菩
提
寺
の
当
主

と
し
て
当
然
と
は
い
え
秀
次
公
へ
の
思
い
入
れ
が
こ
と

の
ほ
か
深
い
方
で
し
た
。世
上
に
蔓
延
す
る「
殺
生
関

白
」の
誤
解
、曲
解
を
解
消
す
る
た
め
な
ら「
あ
ら
ゆ

る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
」
と
い
う
熱
気
が
、話
を
聞
い

て
い
る
我
々
に
も
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

近
江
八
幡
に
も
親
し
い
気
持
ち
を
持
っ
て
お
ら
れ
、秀

次
倶
楽
部
に
と
っ
て
、こ
の
う
え
も
な
い
強
い
味
方
に

出
会
え
た
思
い
が
し
ま
し
た
。 

中
川
住
職
は
ま
た
、実
に
博
識
な
方
で
、秀
次
公
の

事
績
に
つ
い
て
も
歴
史
家
が
知
ら
な
い
よ
う
な
新
事

実
や
解
釈
を
た
く
さ
ん
披
露
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

三
条
河
原
で
切
ら
れ
た
妻
妾
が
た
の
中
に
は
キ
リ

シ
タ
ン
で
は
な
か
っ
た
か
、と
推
定
さ
れ
る
人（
お
辰
の

前
）や
、出
身
地
の
宝
塚
市
で
い
ま
も
悲
劇
が
語
り
継

が
れ
地
元
の
時
代
祭
に
も
毎
年
登
場
す
る
人（
お
亀

の
前
）も
あ
る
そ
う
で
す
。い
ろ
い
ろ
聞
い
て
結
局
、い

ま
我
々
に
と
っ
て
問
題
と
す
べ
き
は「
秀
次
公（
切
腹
）

事
件
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
点
に
収
斂
す
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

戦
国
時
代
末
期
の
最
大
の
政
治
事
件
で
あ
り
な
が

ら
、不
当
に
も
歴
史
か
ら
抹
消
さ
れ
て
い
る
出
来
事

に
、も
う
一
度
光
を
当
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
秀

次
公
の
真
実
は
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

真
実
を
探
る
努
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
市
民
の
皆
様

が
た
に
も
深
い
関
心
を
も
っ
て
頂
き
、わ
か
っ
た
情
報

が
あ
れ
ば
、ぜ
ひ
お
知
ら
せ
下
さ
い
。秀
次
公
再
評
価

の
世
論
を
喚
起
す
る
た
め
の
、良
い
ア
イ
デ
ア
も
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。 

瑞
泉
寺
は
平
成
二
十
三
年
が
開
基
四
百
年
に
当
た

り
ま
す
。
私
た
ち
は
、お
寺
と
の
絆
を
よ
り
深
め
、記

念
の
年
に
向
け
た
秀
次
公
顕
彰
の
諸
行
事
に
も
協
力

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
境
内
に
は
秀
次
公
と
御
一

族
の
お
墓
は
も
ち
ろ
ん
、中
川
住
職
が
丹
念
、精
緻
に

作
り
あ
げ
ら

れ
た
御
一
族
の

御
影
や
資
料

が
多
数
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

交
通
至
便
の

地
で
も
あ
り
、

ぜ
ひ
一
度
参
詣

さ
れ
ま
す
よ

う
御
案
内
申

し
上
げ
ま
す
。 

今
年
も「
八
幡
瓦
版 

仄
仄
通
信
」を 

ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
す
よ
う 

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す 

平
成
十
七
年
　
元
旦 
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昨
年
8
月
22
日
に
奈
良
県
大
和
郡
山
市
で
行
わ
れ
た
全
国
金
魚
す
く
い

大
会
は
、出
場
選
手
数
1,
9
5
1
人
と
大
勢
の
参
加
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
そ
の
中
に
滋
賀
予
選
を
勝
ち
抜
い
た
右
記
の
計
4
名
が
滋
賀
県
代
表
と

し
て
参
加
さ
れ
ま
し
た
。 

滋
賀
予
選
で
大
人
の
部
・
優
勝
の
服
部
生
史
さ
ん
は
16
匹
、準
優
勝
の
藤
高

広
さ
ん
は
9
匹
す
く
い
あ
げ
、そ
ろ
っ
て
準
決
勝
進
出
と
い
う
見
事
な
結
果

を
残
さ
れ
ま
し
た
。 

滋
賀
予
選
で
小
中
学
生
の
部
・
優
勝
の
大
野
葉
月
さ
ん
か
ら
は
「
家
族
と

も
、楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
い
う
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
準
優
勝
の
森
本
美
波
さ
ん
の
お
母
様

か
ら
も
「
家
で
金
魚
を
買
っ
て
練
習
し
大

会
に
備
え
ま
し
た
が
、残
念
な
結
果
に
終

わ
り
ま
し
た
。
で
も
貴
重
な
体
験
が
で
き

て
夏
休
み
の
良
い
思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。
」

と
、報
告
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
今
年
も
近
江
八
幡
で
滋
賀
予
選
を

行
う
予
定
で
す
の
で
、昨
年
参
加
さ
れ
た

方
も
、さ
れ
な
か
っ
た
方
も
、是
非
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

〈
優
　
勝
〉 

 

服
部 

生
史
さ
ん 

〈
準
優
勝
〉 

 

藤 

高
広
さ
ん 

大人の部 

 〈
優
　
勝
〉 

 

大
野 

葉
月
さ
ん 

〈
準
優
勝
〉 

 

森
本 

美
波
さ
ん 

小人の部 

 
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
全
国
金
魚
す
く
い
大
会
滋
賀
予
選
が
昨
年
も
7
月
3

日
に
ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
滋
賀
で
行
わ
れ
ま
し
た
。（
主
催
／
ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
滋

賀
・
秀
次
倶
楽
部
・
喜
兵
衛
塾
　
　
後
援
／（
社
）近
江
八
幡
観
光
物
産
協
会
・（
財
）ハ

ー
ト
ラ
ン
ド
推
進
財
団
・
秀
次
の
ま
ち
づ
く
り
に
学
ぶ
連
絡
会
） 

お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、た
く
さ
ん
の
親
子
連

れ
で
に
ぎ
わ
っ
た
滋
賀
予
選
は
左
記
の
4
名

が
全
国
大
会
へ
の
権
利
を
手
に
さ
れ
ま
し
た
。 
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（
近
江
八
幡
市
立
資
料
館
長   

江
南   

洋 

） 

▲天之御中主尊神社 

N
P
O
法
人
秀
次
倶
楽
部
で
は
、か
ね
て
よ
り
研
究
開
発
し
て
ま

い
り
ま
し
た
「
葦
う
ど
ん
」
を
、昨
年
よ
う
や
く
発
表
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
発
表
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
地
元
の
お
客
様
を
は
じ
め
、

多
く
の
観
光
客
の
方
に
も
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

葦
う
ど
ん
を
召
し
上
が
ら
れ
た
お
客
様
か
ら
は
『
ま
さ
か
、葦
が

こ
ん
な
形
で
食
べ
ら
れ
る
な
ん
て
思
わ
な
か
っ
た
！
』と
い
う
驚
き
の

声
や『
コ
シ
が
あ
り
緑
の
色
が
新
緑
の
風
情
を
思
わ
せ
る
』な
ど
、様
々

な
ご
意
見
ご
感
想
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ス
ダ
レ
や
障
子
な
ど
に
加
工
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
葦
に
は
カ
ロ
チ

ン
、ク
ロ
ロ
フ
ィ
ー
ル
、グ
ル
カ
ン
の
他
、生
活
習
慣
病
の
原
因
に
な
る

活
性
酸
素
や
フ
リ
ー
ラ
ジ
カ
ル
を
消
去
す
る
成
分
を
含
む
こ
と
が
研

究
の
結
果
、明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、水
郷
の
風
物
詩
と
し
て
古
く
か
ら
人
々
の
生
活
に
溶
け
込

ん
で
い
た
葦
に
は
、琵
琶
湖
の
水
を
浄
化
す
る
と
い
う
素
晴
ら
し
い

作
用
も
あ
り
ま
す
。 

さ
わ
や
か
な
グ
リ
ー
ン
と
素
朴
な
味
わ
い
で
郷
愁
を
誘
う
葦
う
ど

ん
が
、今
後
、近
江
八
幡
の
新
し
い
名
物
の
ひ
と
つ
に
な
り
、口
に
し

て
く
だ
さ
っ
た
方
が
琵
琶
湖
や
西
の
湖
を
感
じ
て
、も
う
一
度
水
環
境

の
こ
と
を
考
え
て
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。
葦
の
商
品
が
、環
境
を
考

え
る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
役
立
て
ば
、会
員
一
同
大
変
喜
ば
し

い
こ
と
で
す
。 

秀
次
倶
楽
部
の
活

動
に
関
わ
る
中
で
、葦

う
ど
ん
を
通
し
て
多
く

の
方
々
と
葦
に
ま
つ
わ

る
話
が
で
き
た
こ
と
、

市
民
の
皆
様
と
触
れ
合

え
た
こ
と
は
、私
に
と
っ

て
も
秀
次
倶
楽
部
に
と

っ
て
も
大
変
良
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。 

▲2004年11月の農業祭にて「葦うどん」を販売しました。 

▲善正寺・日秀次供養墓前にて 

▲嵯峨村雲別院・秀次墓前にて 

▲瑞泉寺にて 

年
の
瀬
も
近
く
、す
っ
か
り
冬
の
色
を
濃
く
し
た
円

山
古
道
を
抱
え
た
水
郷
地
帯
。
吹
き
抜
け
て
ゆ
く
木

枯
ら
し
の
音
も
わ
び
し
く
、一
年
間
の
様
々
な
四
季
の
思

い
出
も
新
し
い
年
を
迎
え
る
準
備
に
入
っ
て
い
る
よ
う
だ
。 

円
山
町
を
通
り
白
王
、王
の
浜
の
小
さ
な
町
中
を
過

ぎ
、秋
に
実
を
む
す
び
、無
病
息
災
の
珍
菓
と
し
て
毎

年
禁
裏
へ
献
上
さ
れ
る「
む
べ
」の
自
生
地
も
こ
の
辺
り
、

若
宮
神
社
の
前
を
通
り
、天
台
宗
の
国
清
寺
を
右
手
に

延
光
院
に
至
る
。
境
内
に
は
市
指
定
の
宝
塔
が
あ
り
、

美
し
く
ま
と
ま
っ
た
姿
を
止
め
一
見
に
値
す
る
。こ
の
一

帯
は
、奥
島
と
い
わ
れ
て
、市
内
の
一
番
北
に
位
置
す
る

正
に
市
の
奥
座
敷
に
当
た
る
所
で
、村
は
ず
れ
の
地
蔵

堂
に
は
、か
つ
て
神
社
の
別
当
僧
の
庵
が
あ
っ
た
と
さ
れ

た
と
こ
ろ
に
県
指
定
の
一
木
造
り
の
地
蔵
菩
薩
立
像（
平

安
期
）が
祭
ら
れ
て
あ
り
、神
仏
集
合
の
名
残
り
が
し
の

ば
れ
る
。
ま
た
、境
内
を
接
す
る
若
宮
神
社
に
も
南
北

朝
時
代
の
懸
佛
が
数
面
残
さ
れ
て
お
り
、そ
の
色
を
濃

く
し
て
い
る
。 

こ
の
円
山
古
道
の
一
帯
は
奥
島
山
が
そ
の
大
部
分
を

占
め
、和
歌
の
中
に
は
お
き
つ
島
山
と
呼
び
名
さ
れ
て
い

る
。柿
本
人
麿
呂
は 

あ
ふ
み
の
海
　
お
き
つ
島
山
　
お
く
ま
け
て 

　
　
　
　
我
思
ふ
妹
が
　
こ
と
の
し
げ
け
し 

と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、こ
こ
に
鎮
座
さ
れ
て
い
る
大

島
奥
津
島
神
社
は
大
国
主
命
・
奥
津
島
比
売
命
と
し
、

延
喜
式
新
名
帳
に
そ
の
命
を
残
し
て
い
る
。
御
祭
神
の

木
造
大
国
主
尊
座
像
は
国
の
指
定
を
受
け
て
お
り
、そ

の
他
、螺
鈿
鞍
、黒
漆
鞍
、大
島
奥
津
島
神
社
文
書
等
々
、

数
多
く
の
重
要
文
化
財
を
有
し
近
江
八
幡
市
で
の
奥

座
敷
に
た
た
ず
む
宝
庫
で
あ
る
。
ま
た
、境
内
近
く
専

称
寺（
浄
土
宗
）に
は
、国
指
定
木
造
阿
弥
陀
如
来
立

像（
平
安
期
）が
祭
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
辺
り
か
ら
円
山
古
道
は
、津
田
の
細
江
へ
入
っ
て

い
く
。八
幡
山
と
長
命
寺
山
間
に
あ
る
湿
地
帯
の
入
江

は
津
田
の
細
江
と
も
呼
ば
れ
、西
の
湖
か
ら
長
命
寺
川

と
な
り
外
湖
へ
と
続
く
の
で
あ
る
。こ
の
津
田
と
呼
び

名
さ
れ
る
地
は
織
田
信
長
の
先
祖
と
の
つ
な
が
り
を
持

ち
、信
長
は
そ
の
織
田
氏
親
実
の
十
四
世
の
孫
と
さ
れ

て
い
る
。 

ま
た
、こ
の
北
津
田
町
の
山
腹
に
あ
る
阿
弥
陀
寺
は
、

臨
済
宗
の
古
寺
で
あ
る
が
、そ
の
境
内
よ
り
眺
め
る
景

色
は
津
田
の
細
江
を
眼
下
に
し
、よ
し
地
の
つ
な
が
り

が
大
中
の
湖
よ
り
長
命
寺
港
に
ま
で
細
長
く
見
ら
れ

る
。正
に
一
幅
の
画
で
あ
る
。 

鎌
倉
期
か
ら
地
名
を
残
す
中
之
庄
は
、村
中
を
通

る
小
さ
な
古
道
に
か
つ
て
の
漁
村
で
あ
っ
た
名
残
り
を

よ
う
や
く
に
し
て
そ
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
村

を
は
ず
れ
る
と
道
は
全
く
現
代
と
か
け
離
れ
、歩
行
し

か
そ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
ず
、そ
れ
だ
け
に
木
々

の
間
を
も
れ
る
陽
の
光
が
美
し
く
、こ
け
む
す
道
、全

く
車
の
わ
だ
ち
も
な
い
正
に
歩
く
道
が
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
続
く
。ま
っ
た
く
古
道
と
し
て
の
面
影
が
し
の
ば

れ
る
。か
さ
か
さ
と
落
葉
を
踏
み
し
め
、や
が
て
天
之
御

中
主
尊
神
社
前
に
出
る
。 

こ
こ
か
ら
新
し
い
湖
周
道
路
に
入
り
、間
も
な
く
長

命
寺
町
へ
と
入
る
。 

こ
こ
ま
で
く
る
と
津
田
の
細
江
は
影
を
ひ
そ
め
前
方

は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
琵
琶
湖
の
外
湖
へ
と
続
く
。 

そ
の
港
町
に
は
西
国
三
十
一
番
の
札
所
と
し
て
全
国

に
信
者
を
誇
る
長
命
寺
が
あ
る
。
港
近
く
、長
命
寺
の

塔
中
と
す
る
穀
屋
寺
が
あ
り
、坂
本
の
日
吉
の
神
を
勧

請
し
て
祭
る
日
吉
神
社
が
あ
り
、長
命
寺
の
十
九
坊
の
一

で
あ
っ
た
妙
覚
寺
、真
靜
院
が
近
く
に
甍
を
並
べ
て
い
る
。 

八
千
と
せ
や
　
柳
に
長
き
命
寺 

　
　
　
は
こ
ぶ
歩
み
の
　
か
ざ
し
な
る
ら
ん 

の
御
詠
歌
に
ひ
か
れ
つ
つ
、八
百
八
段
の
階
段
を
登
り

つ
め
る
と
、長
命
寺
本
堂
に
至
る
。 

さ
す
が
近
江
八
幡
最
大
の
重
要
文
化
財
の
宝
庫
で

あ
り
、名
実
共
に
誇
り
う
る
存
在
で
あ
る
。 

円
山
古
道
か
ら
、津
田
の
細
江
、そ
し
て
長
命
寺
港
へ

と
続
い
て
い
る
こ
の
近
江
八
幡
の
奥
座
敷
は
正
に
四
季

に
ふ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
コ
ー
ス

で
あ
る
。 

良
い
日
和
に
恵
ま
れ
、12
月
11
日（
土
）京
都

へ
向
か
っ
た
。
参
加
者
は
10
名
で
あ
っ
た
が
、そ

れ
ぞ
れ
の
お
寺
で
ご
住
職
と
大
変
意
義
深
い
お

話
が
で
き
、終
盤
の
紅
葉
を
眺
め
な
が
ら
、善

正
寺
・
瑞
泉
寺
・
嵯
峨
村
雲
別
院
と
巡
っ
た
。
午

前
に
岡
崎
に
あ
る
日
蓮
宗
善
正
寺
の
西
村
住

職
を
訪
ね
た
。
秀
次
公
の
母
「
と
も
」
日
秀
尼

公
が
東
山
に
1
6
0
0
年
に
建
立
し
て
い
る
。

秀
次
供
養
墓
を
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
、ご

住
職
の
ご
案
内
で
お
堂
を
見
せ
て
い
た
だ
き
お

話
を
う
か
が
っ
た
。 

午
後
か
ら
は
河
原
町
三
条
に
あ
る
浄
土
宗

瑞
泉
寺
を
訪
ね
た
。
近
江
八
幡
で
は
ご
朱
印
船

で
知
ら
れ
て
い
る
角
倉
了
以
が
建
立
し
た
お
寺

で
あ
る
。
中
川
ご
住
職
か
ら
、未
だ
謎
の
多
い

秀
次
失
脚
後
の
お
話
が
う
か
が
え
、市
民
と
し

て
熱
い
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
ひ
と

と
き
で
あ
っ
た
。
日
も
暮
れ
か
か
り
急

ぎ
足
で
嵯
峨
村
雲
別
院
を
訪
ね
、お

墓
参
り
を
し
た
。
あ
い
に
く
井
原
浄

観
ご
門
跡
は
ご
静
養
中
で
し
た
が
、

本
堂
で
お
経
を
上
げ
て
い
た
だ
き
、

感
謝
し
て
帰
宅
の
路
に
つ
い
た
。 

 


