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新
年
に
お
も
う

毎
日
の
生
活
の
中
で
起
こ
る
こ
と
は
､
人
間
の
思
量

を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
｡
全
く
問
題
な
い
と
思
わ
れ

た
安
全
な
環
境
も
､
一
瞬
の
う
ち
に
崩
れ
去
る
こ
と
が

あ
る
｡
い
か
に
努
力
し
'
精
進
し
て
も
､
不
運
と
挫
折

に
遭
遇
す
る
時
が
あ
る
｡
無
常
と
い
う
こ
と
を
人
が
意

識
す
る
の
は
'
こ
の
瞬
間
で
あ
る
｡
ま
た
'
人
間
の
命

の
有
限
性
を
思
い
知
っ
て
'
多
く
を
学
び
取
る
時
が
'

こ
の
瞬
間
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
時
に
､
自
分
が
今

ま
で
に
'
苦
労
し
て
蓄
積
し
て
い
た
知
識
と
い
う
も
の

が
'
全
く
役
に
た
た
な
い
と
思
う
時
が
あ
る
｡
そ
の
よ

う
な
時
に
'
先
代
住
職
･
松
原
哲
明
師
は
､
難
し
い
思

想
や
論
争
を
遠
ざ
け
て
'
苦
悩
の
人
生
の
姿
を
､
文
人

達
が
遺
し
た
'
そ
の
時
々
の
詩
歌
の
中
に
と
か
し
込
ん

で
法
話
や
文
章
を
描
き
上
げ
'
人
々
に
｢
気
づ
き
｣
を

投
げ
か
け
た
｡
そ
れ
は
'
西
候
八
十
･
島
崎
藤
村
二
南

村
光
太
郎
な
ど
｡
お
檀
家
さ
ん
の
中
に
も
､
ど
存
じ
の

方
も
多
い
と
思
う
｡
そ
れ
は
'
実
際
に
'
多
く
の
人
々

の
共
感
を
呼
ん
だ
｡

私
は
'
ど
ん
な
人
に
で
も
､
三
つ
の
幸
福
の
よ
う
な

も
の
が
'
平
等
に
授
け
ら
れ
て
い
る
と
思
う
｡

一
㌧
　
自
分
で
生
き
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
､
生
か
さ
れ

て
い
る
｡
(
大
い
な
る
も
の
に
'
生
か
さ
れ
て
い

る
と
い
う
気
づ
き
)

一
'
努
力
と
精
進
の
さ
な
か
に
'
美
し
い
も
の
に
ふ
れ
'

多
く
の
気
づ
き
を
得
る
｡
(
本
来
の
自
己
へ
の
気

づ
き
)

一
㌧
　
真
に
心
を
通
わ
せ
､
理
解
し
あ
え
る
他
者
と
の
出

会
い
｡
(
緑
へ
の
気
づ
き
)

こ
れ
ら
､
三
つ
は
'
す
べ
て
気
づ
き
で
あ
る
｡
禅
の

考
え
方
と
い
う
の
は
､
外
か
ら
何
か
を
持
っ
て
き
て
'

自
分
の
も
の
に
す
る
の
で
は
な
く
､
自
分
の
中
に
あ
る

も
の
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
｡
気
づ
き
と
い
う

の
は
､
人
そ
れ
ぞ
れ
で
'
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
･
通
勤
中
･

食
事
中
な
ど
様
々
と
こ
ろ
に
そ
れ
は
あ
る
｡

私
自
身
'
多
く
の
方
々
に
､
助
け
て
い
た
だ
き
な
が

ら
'
生
き
て
い
る
｡
本
当
に
､
毎
日
が
感
謝
の
気
持
ち

で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
｡
歴
史
を
辿
れ
ば
､
戦
争
や
大
震

災
な
ど
過
酷
な
時
代
で
も
'
人
々
は
生
き
て
き
た
｡
時

代
の
難
し
い
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
も
､
乗
り
越
え
て
､

ど
ん
な
苦
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
､
諦
め
ず
､
希
望
を

も
っ
て
､
正
し
い
工
夫
を
す
れ
ば
､
き
っ
と
乗
り
越
え

ら
れ
る
｡

感
謝
と
希
望
と
工
夫
を
も
っ
た
一
年
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
｡
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
｡





龍
源
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
(
四
)

松
原
　
泰
道

龍
源
寺
は
'
も
と
龍
期
院
と
称
し
た

こ
と
は
た
び
た
び
記
し
ま
し
た
が
､
そ

の
開
山
さ
ま
に
つ
い
て
'
寺
の
記
録
は

次
の
よ
う
に
伝
え
ま
す
｡

肥
前
の
鍋
島
舎
人
の
第
二
子
､
深
江

平
兵
衛
夫
婦
は
深
く
禅
に
帰
依
し
て
､

多
く
の
高
僧
の
教
え
を
恒
に
聞
い
て
い

ま
し
た
｡
夫
婦
の
間
に
子
が
な
か
っ
た

の
で
国
の
観
音
さ
ま
に
祈
願
を
こ
め
て
'

も
し
男
子
が
生
れ
た
ら
禅
僧
と
い
た
し

ま
す
と
誓
い
を
た
て
て
毎
日
'
観
音
経

を
よ
み
つ
づ
け
ま
し
た
｡
そ
し
て
授

か
っ
た
の
が
開
山
さ
ま
で
､
僧
名
を
禅

格
　
(
ぜ
ん
か
く
)
､
号
を
越
渓
(
え
っ

け
い
)
　
と
申
さ
れ
ま
す
｡

十
二
才
の
時
､
父
に
つ
れ
ら
れ
江
戸

駒
込
の
勝
林
寺
の
了
堂
和
尚
に
会
っ
た

の
が
第
二
の
仏
縁
で
す
｡

十
五
才
の
春
に
は
'
父
の
命
で
下
僕

を
連
れ
て
伊
勢
参
宮
を
し
ま
す
が
'
そ

の
帰
り
に
松
坂
の
近
く
で
自
分
の
手
で

髪
を
お
ろ
し
ま
し
た
｡
供
の
二
人
も
ま

た
頭
を
ま
る
め
､
路
を
転
じ
て
共
に
近

江
の
永
源
寺
の
如
雪
禅
師
の
弟
子
に
な

り
ま
し
た
｡
十
七
才
､
再
び
江
戸
の
勝

林
寺
に
帰
り
､
更
に
曹
渓
寺
に
止
り
'

後
に
京
都
へ
上
っ
て
儒
教
を
二
ヶ
年
の

間
学
ん
で
お
ら
れ
ま
す
｡
再
び
江
戸
へ

出
て
高
輪
東
禅
寺
の
虎
伯
　
(
こ
は
く
)

禅
師
に
参
禅
し
ま
し
た
｡

そ
の
後
も
各
地
の
高
僧
を
訪
ね
て
は

参
禅
を
つ
づ
け
ま
し
た
が
､
最
後
に
江

戸
渋
谷
の
吸
江
寺
開
山
'
石
滞
　
(
せ
き

た
ん
)
　
禅
師
の
門
に
入
り
､
そ
の
道
奥

を
究
め
ま
し
た
｡
時
に
二
十
三
才
で
あ

り
ま
し
た
｡

そ
し
て
'
前
に
も
記
し
ま
し
た
よ
う

に
､
米
沢
の
城
主
上
杉
定
勝
の
女
､
松

嶺
隠
尼
の
開
基
し
た
龍
期
院
の
開
山
と

な
ら
れ
る
の
で
す
｡

開
山
禅
師
は
'
三
十
二
才
で
遷
化

(
せ
ん
げ
-
死
去
の
こ
と
)
　
さ
れ
ま
し

た
｡
延
宝
四
年
　
(
一
六
七
六
年
)
十
一

月
二
十
日
で
あ
り
ま
し
た
｡
そ
の
法
は

伽
山
　
(
か
さ
ん
)
　
和
尚
に
伝
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
｡

こ
の
伽
山
和
尚
も
ま
た
名
僧
で
'
奥

平
出
羽
守
貞
久
の
系
譜
に
生
れ
'
奥
平

昌
能
'
章
昌
両
公
の
帰
依
が
深
か
っ
た

よ
う
で
す
｡
寺
で
も
同
和
尚
を
中
興
開

山
と
し
て
た
た
え
て
お
り
ま
す
｡

和
尚
は
ま
た
松
巌
寺
の
開
山
に
招
か

れ
ま
し
た
｡
こ
の
お
寺
は
'
後
に
奥
平

公
の
封
地
と
な
っ
た
今
日
の
大
分
県
'

昔
の
豊
前
中
津
に
改
建
さ
れ
ま
し
た

和
尚
は
龍
期
･
松
巌
の
両
寺
､
つ
ま

り
江
戸
と
豊
前
の
二
ケ
寺
に
禅
風
を
高

く
か
か
げ
'
奥
平
候
を
は
じ
め
多
く
の

人
々
に
慕
わ
れ
ま
し
た
が
'
享
保
元
年

(
一
七
一
六
年
)
　
十
月
八
日
に
中
津
松

巌
寺
で
お
な
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
｡

昨
年
は
和
尚
の
二
百
五
十
年
忌
で
あ
り

ま
し
た
の
で
'
松
巌
寺
で
は
盛
大
に
法

要
が
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
｡
龍
源
寺
で

も
昨
年
十
二
月
一
日
に
'
う
ち
わ
で
お

っ
と
め
致
し
ま
し
た
｡
正
式
に
は
'
目

下
計
劃
中
の
本
堂
改
建
が
で
き
ま
し
た

時
に
奉
修
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
｡



明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
｡
旧
年
中
は
､
大
変
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
｡
私
自
身
､

京
都
妙
心
寺
に
布
教
師
の
修
習

生
と
し
て
'
二
年
間
で
合
計
五

週
間
の
修
習
を
終
え
'
本
年
'
五
月
に
二
週

間
の
講
習
会
に
参
加
す
る
予
定
で
す
｡
五
月

に
法
要
を
お
考
え
の
お
檀
家
さ
ま
は
'
早
め

に
ご
連
絡
を
お
願
い
致
し
ま
す
｡
▼
四
月
十
日

(
日
)
午
後
よ
り
'
龍
源
寺
に
て
､
花
ま
つ
り

法
要
を
開
催
致
し
ま
す
｡
花
ま
つ
り
は
､
お

釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
祝
う
行
事
で
す
｡
稚
児

行
列
に
参
加
希
望
の
方
は
'
ど
連
絡
を
お
願

い
致
し
ま
す
｡
今
回
'
龍
源
寺
で
'
は
じ
め

て
行
う
花
ま
つ
り
の
行
事
は
'
芝
仏
教
会
の

開
催
で
､
芝
学
園
吹
奏
楽
団
演
奏
､
大
道
芸
'

法
要
､
稚
児
行
列
な
ど
を
行
い
ま
す
｡
十
才

く
ら
い
ま
で
の
男
の
子
と
女
の
子
が
､
宗
派

に
関
係
な
く
､
龍
源
寺
周
辺
を
練
り
歩
き
ま
す
｡

ど
う
ぞ
､
お
子
様
と
ご
参
加
く
だ
さ
い
▼
写

経
会
を
今
春
に
で
も
､
復
活
さ
せ
よ
う
と
い

う
動
き
が
で
て
い
ま
す
｡
『
大
般
若
経
』
を
写

経
し
て
い
る
先
生
方
が
'
毎
月
十
八
日
の
観

音
さ
ま
の
日
に
､
輪
番
で
行
う
と
い
う
も
の
｡

詳
細
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
'
お
知
ら
せ
致
し

ま
す
｡
▼
辰
巳
出
版
『
聴
い
て
唱
え
る
し
あ
わ

せ
お
経
の
本
』
を
監
修
し
'
出
版
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
ま
し
た
｡
私
達
僧
侶
が
毎
日
行
う
'

声
を
出
す
読
経
が
身
体
に
い
い
と
い
う
こ
と
｡

確
か
に
'
松
原
泰
道
和
尚
は
'
晩
年
ま
で
'

大
き
な
声
を
出
し
て
､
書
斎
の
近
く
に
あ
る

仏
壇
で
お
経
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
｡
泰
道

和
尚
を
思
い
出
し
て
の
出
版
と
な
り
ま
し
た
｡

霊
前
に
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
｡
▼
十
二
月
一

日
に
開
山
恵
と
い
う
'
龍
源
寺
を
開
か
れ
た

住
職
の
毎
歳
忌
を
行
い
ま
す
｡
三
三
九
年
忌

に
な
り
ま
す
の
で
､
三
五
十
年
忌
に
は
､
何

か
記
念
事
業
を
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡
ち
な

み
に
三
百
年
忌
に
は
本
堂
を
新
築
し
ま
し
た
｡

▼
母
は
茶
道
の
先
生
･
民
生
委
員
と
活
躍
中

で
す
｡
最
近
は
､
少
し
膝
の
痛
み
な
ど
を
抱

え
て
お
り
､
通
院
す
る
日
が
多
く
な
り
ま
し

た
が
'
気
持
ち
は
い
つ
も
元
気
で
い
て
く
れ

て
い
ま
す
｡
実
母
と
共
に
龍
源
寺
に
居
り
'

充
実
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
｡
妻
'
亜

矢
は
､
会
社
の
仕
事
と
龍
源
寺
の
仕
事
を
両

立
し
て
'
が
ん
ば
っ
て
お
り
ま
す
｡
み
ん
な

で
同
居
し
て
お
り
ま
す
が
'
ト
ラ
ブ
ル
は
な

く
平
穏
な
日
々
を
送
っ
て
お
り
ま
す
｡
弟
二

人
は
'
な
か
な
か
会
う
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
が
へ

二
児
の
父
と
な
り
元
気
に
し
て
い
ま
す
｡
▼
お

檀
家
様
で
'
お
葬
式
を
だ
さ
れ
る
場
合
､
僧

侶
が
い
な
い
と
お
葬
式
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
､

ま
ず
'
一
番
は
じ
め
に
龍
源
寺
に
お
電
話
を

入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
葬
儀

社
も
信
頼
の
あ
る
葬
儀
社
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
｡
丁
寧
な
仕
事
で
皆
様
に
喜
ば

れ
て
い
ま
す
｡
渋
谷
区
広
尾
に
あ
る
東
北
寺

内
龍
源
寺
墓
地
･
合
同
船
は
'
墓
地
の
継
承

者
を
気
に
し
な
く
て
も
よ
い
永
代
供
養
塔
で

す
｡
龍
源
寺
の
規
則
を
守
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
'

ど
な
た
で
も
こ
の
お
墓
を
使
用
で
き
ま
す
｡

最
近
､
墓
地
の
改
葬
が
増
え
て
い
ま
す
｡
▼
一

月
九
日
､
午
前
十
一
時
よ
り
､
大
般
若
会
の

法
要
を
厳
修
致
し
ま
す
｡
若
い
和
尚
さ
ん
達
が
'

大
き
な
声
で
読
む
お
経
は
､
無
病
息
災
･
家

内
安
全
な
ど
を
お
祈
り
す
る
も
の
で
す
｡
ど

家
族
で
お
参
り
く
だ
さ
い
｡
水
月
会
と
い
う

母
の
社
中
に
よ
る
初
釜
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
､

一
服
し
て
く
だ
さ
い
｡
午
前
の
部
の
坐
禅
会

は
休
会
に
な
り
ま
す
｡
宜
し
く
お
願
い
申
し

上

げ

ま

す

｡
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