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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
年
の
干
支
は
『
ウ
マ
（
午
）』
で
す
。「
ウ
マ
」
と
聞
い
て
、
皆

さ
ん
は
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。
競
馬
、
乗
馬
、
馬
力
な
ど
さ
ま

ざ
な
こ
と
が
浮
か
ん
で
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

「
ウ
マ
」
は
、
古
く
か
ら
人
と
の
関
わ
り
が
深
く
、
食
用
や
移
動
手

段
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
と
て
も
有
用
な
動
物
で
す
。

　

今
号
で
は
、「
ウ
マ
」
に
ま
つ
わ
る
言
葉
や
漢
字
、
地
名
な
ど
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

「
ウ
マ
」と「
ヒ
ト
」と
の
関
係

　

「
ウ
マ
」
は
草
食
性
の
動
物
で
、
寿
命
は
約
25
年
。

知
能
は
家
畜
の
中
で
は
か
な
り
高
く
、
日
頃
か
ら
愛
情

を
込
め
て
身
の
回
り
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
人
物
に
対

し
て
は
絶
大
の
信
頼
を
よ
せ
、
従
順
な
態
度
を
と
る
な

ど
、
大
切
に
し
て
く
れ
た
り
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
人
間

の
顔
を
、
生
涯
忘
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

純
粋
な
野
生
の
「
ウ
マ
」
は
、
自
然
環
境
の
変
化
や

人
間
の
狩
猟
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
絶
滅
し
ま
し
た
が
、
内

燃
機
関
（
エ
ン
ジ
ン
）
が
発
明
さ
れ
る
ま
で
の
長
い
間
、

人
類
に
と
っ
て
最
も
一
般
的
な
陸
上
の
移
動
・
運
搬
手

段
と
な
る
こ
と
で
、
家
畜
動
物
と
し
て
繁
栄
し
て
き
ま

し
た
。

　

肉
や
皮
と
し
て
の
利
用
に

始
ま
り
、
乗
用
・
馬
車
用
と

移
動
手
段
と
し
て
も
活
躍
し
、

現
在
は
乗
馬
や
競
馬
な
ど
の

趣
味
・
娯
楽
を
提
供
す
る
な

ど
、
人
間
に
と
っ
て
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
動
物
で
す
。

「
午
」と「
馬
」と
の
関
係

（
言
葉
の
語
源
・
由
来
）

　

干
支
で
使
わ
れ
る
「
午
」
と
い
う
字
は
、
本
来
の
読

み
方
は
「
ご
」
と
読
み
、
年
や
時
刻
な
ど
に
あ
て
ら
れ
、

方
角
で
は
「
南
」
を
指
し
ま
す
。

　

「
午
」
と
い
う
漢
字
は
、も
ち
を
つ
く
「
杵
」
の
原
字
で
、

上
下
に
動
く
杵
を
描
い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

十
二
進
法
で
は
、
前
半
が
終
わ
っ
て
後
半
が
始
ま
る

位
置
、
す
な
わ
ち
午
前
が
終
わ
っ
て
午
後
が
始
ま
る
位

置
を
指
し
、
そ
の
交
差
点
を
「
正
午
」
と
い
う
の
だ
そ

う
で
す
。

　

十
二
支
で
は
７
番
目
で
中
間
に
あ
た
り
、
草
木
の
成

長
期
が
終
わ
っ
て
、
衰
え
は
じ
め
て
い
く
時
期
を
表
し

て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
「
馬
」
に
し
た
の
は
、
一
般
の
人
々
に
十
二

支
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
字
か
ら
連
想
さ
れ
る

な
じ
み
の
あ
る
動
物
の
名
前
が
あ
て
ら
れ
た
そ
う
で
す

が
、
十
二
支
の
順
番
や
選
ば
れ
た
理
由
な
ど
は
定
か
で

は
な
い
そ
う
で
す
。
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「
ウ
マ
」に
ま
つ
わ
る
言
葉
、

こ
と
わ
ざ

�

馬
が
合
う�

　

乗
馬
で
は
、
馬
と
乗
り
手
の
呼
吸
が

ぴ
っ
た
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
気
が
よ
く
合
う
こ
と
。
意
気

投
合
す
る
こ
と
。

�

竹ち

く

馬ば

之の

友と

も�

　

中
国
の
故
事
か
ら
、
幼
な
な
じ
み
の

こ
と
。
幼
い
こ
ろ
竹
馬
に
乗
っ
て
一
緒

に
遊
ん
だ
頃
か
ら
の
友
達
、
と
い
う
意
味
。

�

人に

ん

間げ

ん

万ば

ん

事じ

塞さ

い

翁お

う

が
馬う

ま�

　

中
国
の
故
事
か
ら
、
人
生
に
お
け
る

幸
不
幸
は
予
測
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
。

い
つ
、
幸
せ
が
不
幸
に
、
不
幸
が
幸
せ

に
転
じ
る
か
分
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

安
易
に
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
例
え
。

「
ウ
マ
」の
つ
く
漢
字
、名
字
、地
名

　

パ
ソ
コ
ン
に
登
録
さ
れ
て
い
る
馬
の
つ
く
Ｊ
Ｉ
Ｓ

漢
字
は
、
駅
・
駐
・
騰
な
ど
、
１
１
２
文
字
も
あ
り
ま
す
。

難
し
い
漢
字
が
多
い
た
め
、
な
じ
み
が
薄
い
も
の
も

多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
馬
の
つ
く
名
字
も
意
外
に

多
く
、
市
内
で
も
多
い
「
相
馬
」
の
ほ
か
、
馬
場
・

馬
渕
な
ど
60
以
上
も
の
名
字
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
全
国
各
地
に
馬
が
つ
く
地
名
が
あ
り
ま
す

が
、
市
内
に
も
村
上
地
区
の
上
海
府
地
域
に
「
馬ま

お
ろ
し下
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
馬
下
邑む

ら

由
来
記
に
よ

れ
ば
、
平
安
時
代
、
源
義
経
が
奥
州
藤
原
氏
を
頼
っ

て
落
ち
の
び
る
際
に
、
あ
ま
り
の
山
の
険
し
さ
に
現

在
の
馬
下
集
落
が
あ
る
辺
り
で
馬
を
下
り
た
こ
と
に

由
来
す
る
そ
う
で
す
。

「
ウ
マ
」は
縁
起
が
い
い
!?

絵
馬
の
由
来

　

馬
は
昔
か
ら
有
用
な
動
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
奈
良
時
代
に
は
、

神
の
乗
り
物
と
し
て
寺
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、

馬
は
高
価
で
奉
納
し
に
く
く
、
ま
た
奉
納
さ
れ
た
寺
社
の
側
で
も
世
話
を
す
る

の
が
大
変
だ
っ
た
た
め
、
馬
を
奉
納
で
き
な
い
者
は
次
第
に
木
や
紙
、
土
で
作
っ

た
馬
の
像
で
代
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
時
代
か
ら
「
板
に
描
い
た
馬
の
絵
」

で
代
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
「
絵
馬
」
の
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
以
降
は
、
学
問
の
神
と
し
て
菅
原
道
真
を
祀
っ
た
天
満
宮
（
福
岡
県
太

宰
府
市
な
ど
）
に
受
験
生
が
合
格
祈
願
の
絵
馬
を
奉
納
す
る
風
習
が
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
、「
絵
馬
」
は
寺
社
の
縁
起
物
と
し
て
、
ま
た
、
お
守
り
と

し
て
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。

将
棋
の
駒
の「
左
馬
」

　

「
馬
」
の
字
が
逆
さ
に
書
か
れ
て
い
る
「
左

ひ
だ
り

馬う
ま

」
は
、
山
形
県
天
童
市
で
生

ま
れ
た
天
童
独
自
の
将
棋
の
駒
で
す
。
天
童
市
で
は
、
家
を
新
築
し
た
人
や
商

売
を
始
め
た
人
へ
の
贈
り
物
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。

１�　
「
う
ま
」
を
逆
か
ら
読
む
と
「
ま
う
」
と
読
め
ま
す
。「
ま
う
」
と
い
う
音
は
、

昔
か
ら
め
で
た
い
席
で
踊
ら
れ
る
「
舞
い
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
、「
左

馬
」
は
福
を
招
く
縁
起
の
よ
い
駒
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

２�　
「
馬
」
の
字
の
下
の
部
分
が
財
布
の
き
ん
ち
ゃ
く
の
形
に
似
て
い
ま
す
。

き
ん
ち
ゃ
く
は
口
が
よ
く
締
ま
っ
て
入
れ
た
お
金
が
逃
げ
て
い
か
な
い
た
め
、

古
来
か
ら
富
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

３�　

馬
は
人
が
ひ
い
て
い
く
も
の
で
す
が
、
逆
に
な
っ

て
い
る
た
め
、
普
通
と
は
逆
に
馬
が
人
を
ひ
い
て
く

る
（
＝
招
き
入
れ
る
）
と
い
う
こ
と
か
ら
商
売
繁
盛

に
つ
な
が
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

４�　

馬
は
左
側
か
ら
乗
る
も
の
で
、
右
側
か
ら
乗
る
と

落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
左

馬
を
持
つ
人
は
競
馬
に
強
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
左
馬
」
は
福
を
招
く
商

売
繁
盛
の
守
り
駒
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（右）馬下地域内にある
地名の由来について記
載した看板

（左）義経も下馬
したと伝えられ
ている馬下の断
崖（岩山）


