
　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
10
月
の
合
併
か
ら
早
く
も
３
か
月

が
過
ぎ
ま
し
た
。
新
田
原
市
は
、
温
暖
で

三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
渥
美
半
島
の
大
部

分
を
占
め
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
歴
史
・

文
化
・
風
俗
な
ど
に
お
い
て
も
よ
り
多
彩

な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
月

号
よ
り
旧
渥
美
町
地
区
を
含
め
た
幅
の
広

い
歴
史
探
訪
ク
ラ
ブ
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
「
伊
良
湖
岬
」
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の

と
お
り
渥
美
半
島
を
代
表
す
る
観
光
ス
ポ

ッ
ト
と
し
て
、
全
国
に
そ
の
名
が
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
伊
良
湖
に
つ
い
て
今
回

は
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

郷
土
資
料
館
に
勤
務
し
て
い
ま
す
と
、

よ
く
こ
ん
な
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
伊
良
湖
と
い
う
地
名
の
読
み
方

に
つ
い
て
で
す
。
地
元
に
と
っ
て
は
「
い

ら
ご
」
で
当
た
り
前
な
の
で
す
が
、
世
間

の
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば「
い
ら
ご
」と「
い

ら
こ
」
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
？
と
い
う
こ

と
に
な
る
よ
う
で
す
。
確
か
に
漢
和
辞
典

を
引
い
て
み
ま
す
と
、
伊
良
湖
の
湖
の
字

に
ゴ
と
い
う
読
み
は
な
く
、
最
も
自
然
な

読
み
方
を
す
れ
ば
「
い
ら
こ
」
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、伊
良
湖
は「
い

ら
ご
」
で
あ
っ
て
「
い
ら
こ
」
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら

れ
る
の
が
、
現
存
す
る
最
古
の
歌
集
「
万

葉
集
」
の
中
に
出
て
く
る
伊
良
湖
と
い
う

地
名
の
表
記
の
仕
方
で
す
。

　

風
光
明
媚
な
伊
良
湖
の
地
は
、
古
来
よ

り
都
な
ど
で
歌
枕
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、

多
く
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
数
々
の

名
歌
が
詠
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
前
述

し
た
万
葉
集
の
中
に
は
、
天て

ん

武む

朝ち
ょ
うの

皇
族

で
あ
っ
た
麻お

み
の
お
お
き
み

績
王
が
罪
を
得
て
伊
良
湖
に

流
さ
れ
た
と
き
、
里
人
が
哀
れ
ん
で
詠
ん

だ
「
打
ち
麻
を
麻
績
王
海
人
な
れ
や
伊
良

虞
の
島
の
玉
藻
刈
り
ま
す　

巻
１

－

23
」

（
麻
績
の
王
は
海
人
で
あ
る
の
か
、
海
人

で
な
い
の
に
伊
良
湖
の
島
の
海
草
を
刈
っ

て
お
ら
れ
る
。
お
い
た
わ
し
い
こ
と
だ
）

と
い
う
歌
、
そ
れ
に
王
が
「
う
つ
せ
み
の

命
を
惜
し
み
浪
に
ぬ
れ
伊
良
虞
の
島
の
玉

藻
刈
り
を
す　

巻
１

－

24
」（
こ
の
世
の

命
の
惜
し
さ
に
私
は
波
に
ぬ
れ
て
、
こ
の

伊
良
湖
の
島
の
海
草
を
刈
っ
て
食
べ
て
い

る
の
で
す
）
と
応
え
た
歌
、
こ
の
ほ
か
、

か
の
有
名
な
柿か

き

本の
も

人と
の

麻ひ
と

呂ま
ろ

が
伊
良
湖
を

題
材
に
し
て
詠
ん
だ
「
潮
騒
の
伊
良
虞
の

島
辺
こ
ぐ
船
に
妹
乗
る
ら
む
か
荒
き
島
み

を　

巻
１

－

42
」
と
い
う
歌
、
計
３
首
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
、
伊
良
湖
の
「
ご
」
の
表
記
で

す
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
「
虞
」
と
い
う
漢

字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
改
め
て

辞
書
を
引
い
て
み
る
と
、
虞
に
は
、
呉
音

で
「
グ
」
ま
た
は
「
ゴ
」
漢
音
で
「
グ
」

と
い
う
読
み
方
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
か

ら
、
伊
良
湖
が
万
葉
の
こ
ろ
よ
り
「
い
ら

ご
」と
呼
ば
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
に
伊
良
湖
を
訪
れ

た
松ま

つ

尾お

芭ば
　
し
ょ
う

蕉
が
詠
ん
だ
歌
「
鷹
ひ
と
つ
見

つ
け
て
う
れ
し
伊
良
虞
崎
」
を
寛
政
５
年

（
１
７
９
３
年
）
に
歌
碑
と
し
て
建
立
し
た

碑
面
（
芭
蕉
翁
之
碑
）
に
も
、
や
は
り
同

様
の
虞
と
い
う
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
て
み
て

も
、伊
良
湖
は
「
い
ら
こ
」
で
は
な
く
「
い

ら
ご
」
な
の
で
す
。
明
治
時
代
と
な
り
、

た
ま
た
ま
地
名
の
統
一
が
な
さ
れ
る
と
き

に
現
在
の
「
湖
」
と
い
う
漢
字
が
使
用
さ

れ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
生

じ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
旅
先
に
出
か
け
て
そ
の
土
地

土
地
の
地
名
の
読
み
方
で
苦
労
を
し
た
経

験
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
か
く
も
地

名
と
は
難
し
く
、
ま
た
そ
の
由
来
な
ど
を

知
る
こ
と
は
お
も
し
ろ
い
も
の
な
の
で
す

ね
。（
天
野
）
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