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ご
あ
い
さ
つ 

令
和
初
め
て
の
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。 

私
事
で
す
が
、
今
春
、
３
月
末
か
ら
４
月
中
頃
に
第
二
子
が
誕
生

予
定
で
す
。
ご
存
知
の
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
第
一
子
は

「
バ
ク
タ
ー
ル
連
合
」
と
い
う
病
を
抱
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
病
気
は
五

千
人
に
一
人
と
い
う
、
お
医
者
さ
ん
で
も
そ
の
病
名
を
知
ら
な
い
ほ

ど
珍
し
い
も
の
で
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
元
気
に
楽
し
く
、
す
く
す
く
成

長
し
て
お
り
ま
す
が
、
胃
瘻
、
ス
ト
ー
マ
、
膀
胱
瘻
な
ど
の
医
療
的
管

理
を
行
い
な
が
ら
の
日
常
で
す
。
第
二
子
誕
生
の
際
は
寺
庭
が
入
院

す
る
為
、
ど
う
し
て
も
私
が
一
人
で
療
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
誕
生
の
前
後
１
０
日
間
を
目
途
に
育
休
を
頂
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
留
守
中
は
神
戸
で
修
行
中
の
弟
を
帰
省
さ
せ
、

な
る
べ
く
法
務
に
差
し
障
り
が
無
い
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
勝
手
を
申

し
ま
す
が
ど
う
ぞ
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
皆
様
に
と
っ

て
、
初
春
の
令
月
に
し
て
気
淑
く
風
和
ら
ぐ
日
々
が
続
き
ま
す
よ
う

祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
年
頭
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 

 

山
門
を
改
築
い
た
し
ま
す 

 

長
勝
寺
の
山
門
は
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
楼
門
（
鐘
楼
を
兼

ね
た
門
）
で
、
区
画
整
理
以
前
は
本
堂
横
の
本
玄
関
の
正
面
、
今

の
道
路
の
真
ん
中
あ
た
り
に
あ
り
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
大
修
理
。

戦
時
中
に
鐘
を
供
出
。
区
画
整
理
で
現
在
の
場
所
に
家
曳
き
で
移

動
。
１
層
目
が
腐
食
し
て
い
た
為
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
定
。
２

０
年
前
の
地
震
で
一
部
損
壊
し
た
為
、
１
層
目
を
取
り
除
き
、
２

層
目
を
土
台
に
据
え
る
改
良
工
事
。
瓦
の
崩
落
を
防
ぐ
た
め
の
補

修
工
事
と
い
う
変
遷
を
辿
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
近
年
、
老
朽
が

顕
著
で
漆
喰
が
剥
落
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
総
代
会
に
て
話
し

合
っ
た
結
果
、
晋
山
式
の
残
金
を
財
源
と
し
て
建
て
替
え
を
検
討

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
他
寺
院
の
山
門
や
そ
れ
に
関

す
る
資
料
を
集
め
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
詳
し
い
様
子
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
致
し
ま
す
。 

行
事
ご
案
内 

 

◎
１
月
１
３
日
（
月
） 

 

成
道
会
（
じ
ょ
う
ど
う
え
） 

 

釈
尊
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
こ
と
に
因
み
、 

塔
婆
供
養
と
法
話
の
会
を
し
ま
す 

◎
１
月
１
５
日
（水
） 

懺
法
会
（せ
ん
ぼ
う
え
） 

観
音
さ
ま
に
懺
悔
と
安
泰
を
祈
願 

☆
書
院
に
て
小
豆
粥
接
待 

◎
１
月
１
７
日 

 

初
観
音
講 

◎
２
月
１
１
日
（祝
日
） 

 

新
福
寺
大
般
若 

 
 

※
前
後
本
厄
年
の
方
は
お
参
り
下
さ
い 

◎
２
月
１
５
日 

 

涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
） 

 
 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
命
日
、
大
涅
槃
図
展
覧 

◎
３
月
１
４
日
（土
） 

 

春
季
巡
教
（
し
ゅ
ん
き
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
） 

 
 

 
 

本
山
布
教
師
の
法
話
と
塔
婆
供
養 

◎
３
月
２
０
日
（春
分
の
日
） 

 

お
接
待 

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す 

 
 

三
川
各
地
、
お
寺
は
観
音
堂
に
て 

☆
お
菓
子
の
お
接
待 

◎
第
２
第
４
水
曜
日 

ご
詠
歌
練
習
日 

◎
お
寺
で
婚
活 

吉
縁
会
の
詳
細
日
程
は
吉
縁

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

お
た
ず
ね 

数
え
で
米
寿
（
昭
和
８
年
生
ま
れ
、
満
８

７
歳
）
を
お
迎
え
の
方
は
お
寺
ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。
本
山
管
長
猊
下
よ
り
ご

祝
辞
と
記
念
品
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

お
し
ら
せ 

夏
休
み
こ
ど
も
坐
禅
会
は
子
供
会
か
ら
の

要
請
に
よ
り
中
止
と
な
り
ま
し
た
。  

 
 

あ
と
が
き 

 

昨
年
は
自
然
災
害
の
多
い
１
年
で
し

た
。
被
災
さ
れ
た
方
の
苦
し
み
を
思
う

と
、
い
た
た
ま
れ
な
い
心
境
で
す
。 

 
 

長
勝
寺
も
風
水
害
、
地
震
、
津
波
、

火
事
、
戦
等
、
災
い
多
き
過
去
を
経
験

し
て
今
日
が
あ
り
ま
す
。
当
地
区
は
屋

敷
を
囲
う
よ
う
に
植
え
ら
れ
た
槙
の
生

け
垣
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
水
害
被
害

を
軽
く
す
る
た
め
の
対
策
な
の
だ
そ
う
で

す
。
ま
た
、
縁
の
下
が
高
い
の
も
然
り
。
い

に
し
え
先
徳
の
知
恵
を
目
の
当
た
り
に

す
る
と
、
物
心
共
に
、
憂
う
こ
と
の
無
い

よ
う
備
え
を
せ
ね
ば
、
と
の
思
い
を
新
た

に
し
ま
し
た
。 
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◎
春 

 

托
鉢 

三
川
鉢 

 

※
育
休
の
為
今
年
は
中
止
し
ま
す 

◎
５
月
５
日
（祝
日
） 

 

降
誕
会
（ご
う
た
ん
え
） 

 
 

 

釈
尊
の
誕
生
日 

☆
山
門
に
て
甘
茶
接
待 

◎
５
月
２
１
日
（木
） 

 

ご
詠
歌 

発
展
拡
充
大
会 

◎
６
月
下
旬 

 
新
亡
供
養
（し
ん
も
う
く
よ
う
） 

於
妙
心
寺 

 
 

４
月
頃
本
山
妙
心
寺
よ
り
直
接
ご
案
内
し
ま
す 

◎
８
月
１
日
〜
１
４
日 

お
盆
の
お
参
り 

◎
８
月
１
６
日
（日
） 

 

山
門
大
施
餓
鬼
（
さ
ん
も
ん
だ
い
せ
が
き
） 

☆
書
院
に
て
抹
茶
菓
子
接
待 

◎
９
月
２
７
日 

午
後 

 

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
グ
レ
イ
ス
室
内
楽
コ
ン
サ
ー
ト 

◎
１
２
月
３
１
日
２
３
時
半
〜
１
時 

 

除
夜
の
鐘 

 
 

 
 

 
 

 
 

☆
年
越
蕎
麦
接
待 

◎
毎
月
１
７
日 

 

観
音
講 

◎
御
講
当
番 

 
 
 
 
 
 

大
鶴
・
高
浜 
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ご
詠
歌
の
研
修
会
が
長
勝
寺
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
普
現
寺

の
原
先
生
を
お
招
き
し
て
約
５
０
人
が
楽
し
く
、
熱
心
に
ご
詠

歌
の
研
修
を
致
し
ま
し
た
。 

 

半
日
研
修
の
最
後
は
長
勝
寺
特
製
の
お
弁
当
で
す
。
写
真
の

お
か
ず
に
松
茸
ご
飯
と
松
茸
の
蒸
し
物
を
添
え
ま
し
た
。
精
進

料
理
で
す
の
で
肉
魚
を
使
わ
ず
、
味
付
け
も
薄
味
で
す
。 

思
う
に
、
最
近
３
０
年
間
を
思
い
返
し
て
も
、
日
本
の
味
付 

け
は
濃
厚
に
変
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

濃
い
も
の
ば
か
リ
食
べ
て
い

る
と
身
体
が
不
調
に
な
り
ま
す

が
、
心
に
と
っ
て
良
い
食
べ
物
に

当
る
も
の
の
一
つ
に
ご
詠
歌
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

身
体
も
心
も
健
や
か
に
、
ご
詠

歌
を
通
し
て
あ
り
が
た
い
時
間

を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
詠
歌
は
月
２
回
の
稽
古
を

お
寺
で
し
て
い
ま
す
。
興
味
の
あ

る
方
は
ご
一
報
下
さ
い
。 

             

 

 
 

  

あ
る
日
、
若
い
数
名
が
飛
び
込
み
で
お
寺
を
訪
ね
て
来
ら
れ

ま
し
た
。
聞
く
と
楽
器
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
、
年
に

一
度
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
場
所
を
探
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

私
も
少
し
ば
か
り
楽
器
を
演
奏
す
る
身
で
す
の
で
、
す
っ
か
り

意
気
投
合
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
で
活
動
中
の
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
奏

者
、
白
井
氏
と
も
日
本
と
ド
イ
ツ
を
テ
レ
ビ
電
話
で
む
す
ん
で

本
堂
の
様
子
を
確
認
。
と
ん
と
ん
拍
子
で
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催

が
決
ま
り
ま
し
た
。
最
初
は
ど
ん
な
内
容
か
は
全
く
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
何
度
か
リ
ハ
ー
サ
ル
を
重
ね
、
ふ
た
を
開
け
て

み
る
と
、
ソ
リ
ス
ト
が
２
人
も
い
る
本
格
的
な
演
奏
会
に
な
り

ま
し
た
。
当
日
は
１
０
０
人
を
超
す
聴
衆
が
詰
め
か
け
、
大
盛

況
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

先
方
も
長
勝
寺
を
気
に
入
っ
て
頂
け
た
よ
う
で
、
今
年
も
９

月
２
７
日
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
予
定
で
す
。
前
回
は
チ
ラ
シ

完
成
の
遅
れ
か
ら
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
き
れ
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
今
年
は
早
め
の
お
知
ら
せ
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
曲
目
も
親
し
み
や
す
い
曲
を
多
く
用
意
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
で
す
。
是
非
聞
き
に
来
て
下
さ
い
。 

伝
高
麗
鐘 

 

長
勝
寺
に
あ
る
こ
の
鐘
は
、
一
般
的
な
高
麗
鐘
（
朝
鮮
鐘
）

と
言
わ
れ
る
特
徴
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
和
鐘
で
あ
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
高
麗
鐘
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
不
明
で
す
。
今
は
音
を
出
す
用
途
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
も
っ
ぱ
ら
鑑
賞
用
の
置
物
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
音
は
カ

ー
ン
と
甲
高
く
、
そ
の
大
き
さ
か
ら
喚
鍾
と
呼
ば
れ
る
部
類
に

入
り
ま
す
。 

 

  

 

 

 

 

 

  

正
月
３
ヶ
日
祈
祷
し
、
皆
さ
ん
に
お
配
り
す
る
般
若
札
。
以

前
は
版
木
に
墨
を
塗
り
一
枚
一
枚
手
刷
り
で
し
た
が
、
祈
祷
の

内
容
と
書
か
れ
て
い
た
文
字
が
一
致
し
な
く
な
り
、
約
３
０
年

前
か
ら
印
刷
し
た
札
に
変
わ
り
ま
し
た
。
今
回
、
昔
の
札
を
元

に
し
て
書
き
直
し
を
行
い
、
安
部
仏
具
さ
ん
協
力
の
も
と
デ
ジ

タ
ル
処
理
す
る
事
に
よ
り
、
レ
ー
ザ
ー
で
版
木
を
作
成
す
る
事

が
出
来
ま
し
た
。
昔
な
が
ら
の
手
刷
り
で
す
の
で
、
カ
ス
レ
や

曲
が
り
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
味
と
し
て
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。 

バ
レ
ン
は
般
若
札
の
為
な
ら
と
亡
き
版
画
家
、
寺
司
勝
次
郎

画
伯
ご
愛
用
の
品
を
、
奥
様
の
ご
好
意
に
よ
り
お
譲
り
頂
き 

ま
し
た
。
般
若
札
は
玄
関 

や
仏
間
の
柱
に
糊
な
ど

で
張
り
付
け
て
お
祀
り

下
さ
い
。
古
い
お
札
は
正

月
や
墓
参
り
等
で
お
越

し
の
際
に
お
持
ち
い
た

だ
く
か
、
ご
遠
方
の
方
は

ご
郵
送
頂
き
ま
し
た
ら

お
焚
き
上
げ
供
養
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。 

シ

リ

ー

ズ

 

長

勝

寺

の

至

宝
 

ご
詠
歌
の
研
修
会 

長
勝
寺
で
開
催 

般
若
札
を
昔
の
姿
に
戻
し
ま
し
た 

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
グ
レ
イ
ス 

本
堂
で
室
内
楽
コ
ン
サ
ー
ト
開
催 


