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新
年
を
迎
え
て

松
原
　
信
樹

私
は
緑
が
あ
っ
て
昭
和
四
十
六
年
五
月
に
龍
源
寺

住
職
松
原
哲
明
の
子
に
生
ま
れ
た
。
人
は
自
分
の
両

親
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
平
安
時
代
の
貴
族
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
族
に
生
ま
れ
て
も
よ
か
っ
だ
の
に

そ
う
な
ら
ず
、
禅
寺
で
生
ま
れ
た
。
思
う
に
人
間
は
、

自
分
の
容
姿
、
家
庭
環
境
、
親
戚
関
係
な
ど
変
え
る

こ
と
の
で
き
な
い
限
定
さ
れ
た
境
遇
の
中
で
、
そ
れ

ら
を
自
分
の
運
命
と
し
て
受
け
入
れ
な
が
ら
、
誰
し

も
が
、
自
分
の
人
生
に
活
路
を
開
い
て
い
く
と
い
う

努
力
を
し
て
生
き
て
い
る
。

毎
日
の
生
活
の
中
で
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を

考
え
な
い
人
は
い
な
い
と
思
う
。
例
え
ば
朝
昼
晩
、

何
を
食
べ
る
か
。
何
時
に
寝
て
何
時
に
起
き
る
か
。

こ
れ
ら
は
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に

直
結
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
禅
の
修
行
は
、
朝
の
勤

行
か
ら
始
ま
り
、
掃
除
、
食
事
、
就
寝
に
到
る
ま
で

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
修
行
と
さ
れ
て
い
る
。

現
代
で
は
、
仕
事
に
関
し
て
様
々
な
変
化
が
現
れ

て
い
る
。
日
本
で
通
例
で
あ
っ
た
終
身
雇
用
制
も
能

力
中
心
主
義
の
よ
う
な
も
の
に
取
っ
て
変
わ
ら
れ
は

じ
め
た
。
男
女
共
同
参
画
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
重
視

さ
れ
て
る
。
そ
う
し
た
労
働
環
境
の
中
、
定
年
と
と

も
に
第
二
の
人
生
に
入
り
、
高
齢
化
社
会
の
中
で
老

い
を
迎
え
る
こ
と
が
現
代
人
の
人
生
設
計
の
大
き
な

課
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
年
金
、
介
護
、

医
療
な
ど
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
時
に
人

は
、
改
め
て
単
な
る
職
業
と
し
て
の
仕
事
を
超
え
て
、

自
分
の
一
生
の
仕
事
、
生
き
が
い
の
意
味
を
考
え
る

と
い
う
。
自
分
の
一
生
の
仕
事
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
。
何
を
生
き
が
い
に
し
て
毎
日
を
暮
ら
し

た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
。

哲
学
者
の
カ
ン
ト
は
、
　
「
こ
れ
で
よ
い
」
　
と
言
い

遺
し
て
生
涯
を
閉
じ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
生
涯
の

終
わ
り
を
覚
悟
す
る
こ
と
と
生
き
が
い
は
密
接
に
関

連
し
て
い
る
と
思
う
。
人
間
の
一
生
の
課
題
は
、
自

分
の
生
き
が
い
に
向
け
た
精
進
と
忍
耐
に
尽
き
る
。

そ
の
果
て
し
な
い
格
闘
の
上
に
、
成
果
と
し
て
の
花

が
咲
く
。
そ
の
花
は
世
間
の
人
々
に
知
ら
れ
な
く
て

も
よ
い
花
で
あ
る
。
自
然
の
姿
を
み
て
み
る
と
毎
日

登
る
太
陽
の
光
は
、
名
の
な
い
小
さ
な
花
に
も
平
等

に
降
り
注
ぐ
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
多
く
の
皆
さ
ま
に
、
感
謝
の
気
持
ち

を
捧
げ
る
一
年
に
し
た
い
。

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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あ
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。
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出
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龍
源
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
(
一
〇
)

松
原
　
泰
道

大
正
八
年
ご
ろ
の
当
寺
の
檀
家
戸
数

は
三
十
二
戸
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、

祖
来
和
尚
の
願
心
や
総
代
中
澤
六
之
助

氏
の
熱
意
に
も
拘
ら
ず
必
要
経
費
を
募

る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
加

え
て
大
正
十
二
年
の
大
震
災
で
檀
信
徒

の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
権
災
さ
れ
て
寄

附
の
勧
寡
は
つ
い
に
中
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
語
録
に
残
っ
て

い
ま
す
。

寺
は
、
震
災
で
ひ
ど
く
ゆ
が
み
ま
し

た
が
、
幸
い
倒
れ
る
こ
と
も
な
く
、
地

震
に
よ
る
火
災
も
逃
れ
ま
し
た
が
、
引

続
い
た
例
の
暴
動
の
デ
マ
に
脅
え
た
附

近
の
人
々
が
本
堂
や
庭
に
を
だ
れ
こ
ん

だ
の
で
建
具
や
什
物
が
ひ
ど
く
荒
ら
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
罷
災
者
の
避
難
所
に

指
定
さ
れ
た
の
で
遠
く
芝
浦
あ
た
り
か

ら
負
傷
し
た
従
業
員
が
タ
ン
カ
で
運
ば

れ
て
来
る
な
ど
一
時
は
大
へ
ん
な
騒
ぎ

で
し
た
。

当
時
の
東
京
市
当
局
が
　
「
水
道
を
敷

い
て
、
井
戸
は
非
衛
生
で
あ
る
か
ら
即

刻
埋
没
す
る
よ
う
に
」
　
と
再
三
の
指
令

で
し
た
が
、
祖
来
和
尚
は
持
ち
前
の
ガ

ン
コ
さ
か
ら
応
ぜ
ず
、
か
え
っ
て
井
戸

が
え
や
ら
井
戸
ワ
ク
を
新
ら
た
に
し
ま

し
た
が
、
そ
の
数
日
後
に
大
地
震
が

あ
っ
た
の
で
、
幾
百
の
避
難
者
は
大
助

か
り
で
し
た
。

そ
れ
に
も
増
し
て
う
れ
し
い
こ
と
は
、

僅
か
の
お
檀
家
と
は
い
え
、
三
十
二
戸

中
、
倒
壊
一
一
、
火
災
一
八
の
擢
災
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の
災
死
者
も
な

か
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
知
る
と
祖

来
和
尚
は
大
喜
び
で
仏
天
の
ご
加
護
と

各
ご
先
祖
の
お
か
げ
で
あ
る
と
て
、
渋

谷
東
北
寺
そ
の
他
に
あ
る
龍
源
寺
墓
地

の
倒
れ
た
り
ゆ
が
ん
だ
墓
石
を
石
工
を

頼
ん
で
修
理
に
あ
た
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
本
堂
・
庫
裡

改
築
工
事
は
中
止
と
決
定
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
祖
来
和
尚
と
中

沢
六
之
助
氏
ら
総
代
衆
の
残
念
そ
う
な

面
影
が
、
そ
の
頃
中
学
生
だ
っ
た
私
の

心
に
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

然
し
、
震
災
と
避
難
者
の
た
め
破
損

し
た
り
荒
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
根
本
的

に
修
理
す
る
た
め
に
、
そ
の
立
退
き
所

を
兼
ね
た
書
院
　
(
現
在
の
二
階
建
)
一

棟
を
新
築
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

本
堂
庫
裡
修
繕
の
経
費
二
、
九
八
五

円
七
四
銭
也
は
檀
信
徒
諸
氏
の
浄
財
に

仰
ぎ
、
新
築
書
院
の
経
費
四
、
〇
一
八

円
八
十
九
銭
也
は
住
職
祖
来
和
尚
の
個

人
建
立
と
し
て
竣
工
の
上
は
寵
源
寺
へ

寄
附
す
る
こ
と
に
決
定
。
法
類
、
総
代

等
当
事
者
の
同
意
署
名
を
得
、
宗
派
機

関
や
諸
官
庁
の
許
可
を
得
た
の
が
大
正

十
五
年
の
九
月
三
日
で
、
そ
の
廿
六
日

か
ら
書
院
新
築
に
か
か
り
同
年
の
十
二

月
廿
三
日
に
落
成
、
修
繕
工
事
は
翌
昭

和
二
年
一
月
末
日
に
完
了
し
ま
し
た
。



明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昭
和
五
十
年
十
一
月

二
十
三
日
に
龍
源
寺
建
立
三
百

年
を
記
念
し
て
、
泰
道
和
尚
と

哲
明
和
尚
は
、
檀
信
徒
の
皆
さ

ま
と
共
に
、
本
堂
を
建
立
致
し
ま
し
た
。
寵

源
寺
は
、
平
成
三
十
七
年
に
三
百
五
十
年
と

な
り
ま
す
。
そ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
、
本

堂
へ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
増
築
。
東
北
寺
合
同

船
・
納
骨
堂
の
建
設
。
引
き
続
き
、
借
地
の

整
備
を
進
め
ま
す
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
関
し

ま
し
て
は
、
多
く
の
お
檀
家
さ
ま
か
ら
の
強

い
要
望
が
あ
り
、
こ
の
度
、
準
備
に
入
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
安
心
し
て
お
参
り
し

て
い
た
だ
く
環
境
を
整
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
渋
谷
区
広
尾
に
ご
ざ
い
ま

す
東
北
寺
内
合
同
船
は
、
私
が
住
職
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
か
ら
、
大
変
多
く
の
方
が
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
計
画
し
て
い
る
納
骨
堂

は
、
今
ま
で
の
合
同
船
と
は
違
い
、
骨
壷
に

収
ま
っ
た
状
態
で
お
参
り
で
き
る
も
の
で
す
。

お
参
り
の
際
は
、
住
職
と
一
緒
に
お
経
を
読

み
、
お
参
り
を
す
る
形
に
な
り
ま
す
。
過
去

の
宗
教
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
龍
源
寺
の
規
則

を
尊
重
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
ど
な
た
で
も
、

後
継
者
の
こ
と
を
心
配
せ
ず
に
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
借
地
の
整
備
に
関
し
ま
し
て
は
、
私
の

代
を
含
め
三
代
に
わ
た
り
継
続
さ
れ
て
い
ま

す
。
将
来
本
堂
を
建
て
直
す
際
、
経
蔵
を
建

立
し
、
寺
院
ら
し
い
景
観
を
保
た
せ
る
た
め

で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
▼
十
二
月
一
日
に
、
開
山
恵
と
い

う
龍
源
寺
を
建
て
ら
れ
た
越
渓
和
尚
の
法
要

を
毎
年
行
い
、
そ
の
後
、
少
し
ず
つ
正
月
支

度
に
入
り
ま
す
。
毎
年
十
二
月
は
、
で
き
る

だ
け
研
究
の
時
間
を
と
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
三
月
に
は
、
巡
教
と
い
う
妙
心
寺
の
管

長
さ
ん
に
か
わ
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
機
会
を
い
た
だ
き
和
歌
山
に
九
日
間
で
か

け
ま
す
。
そ
れ
は
同
車
に
、
地
方
の
方
々
の

お
話
し
を
聞
く
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
巡
教

先
の
お
寺
に
う
か
が
う
と
、
芳
名
帳
に
昔
、

祖
父
や
父
が
記
し
た
も
の
に
出
会
い
ま
す
。

自
分
に
対
す
る
戒
め
に
も
な
り
ま
す
。
体
調

に
気
を
つ
け
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
母

は
、
仏
母
寺
の
お
茶
会
で
あ
っ
た
り
、
大
晦

日
は
、
除
夜
の
鐘
の
お
手
伝
い
で
忙
し
く
働

い
て
い
ま
す
。
妻
の
亜
矢
は
、
離
乳
食
の
献

立
に
頭
を
悩
ま
せ
な
が
ら
子
育
て
に
奮
闘
し

て
い
ま
す
。
娘
の
瑞
樹
も
一
才
六
ケ
月
。
健

や
か
に
育
っ
て
い
ま
す
。
▼
泰
道
和
尚
が
話

し
た
「
龍
源
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
」
も
十
回

に
な
り
ま
し
た
。
今
で
も
井
戸
は
毎
日
使
っ

て
い
ま
す
。
▼
病
院
か
ら
の
流
れ
の
中
で
決

ま
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
よ
う

で
す
。
お
檀
家
さ
ま
で
お
葬
式
を
だ
さ
れ
る

場
合
、
信
頼
の
あ
る
葬
儀
社
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
病
院
で
臨
終
の
際
、
ま
ず

一
番
は
じ
め
に
龍
源
寺
か
、
深
夜
で
し
た
ら
、

「
あ
お
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葬
祭
」
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二
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に
、
お
電
話
を
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
目
黒
区
に
あ
る
「
あ
お
ば
葬
祭
」
は
、

丁
寧
な
お
仕
事
で
皆
さ
ま
に
大
変
喜
ば
れ
て

い
ま
す
。
葬
儀
、
家
族
葬
、
密
葬
な
ど
気
軽

に
ご
相
談
下
さ
い
。
生
前
の
ご
相
談
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
▼
一
月
六
日
(
土
)
、
大

般
若
会
(
お
正
月
の
祈
祷
法
要
)
　
で
お
会
い

で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

ご
家
族
で
お
参
り
く
だ
さ
い
。
　
　
(
信
樹
)


