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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
昨
年
よ
り
引
続
い
て
、

コ
ロ
ナ
感
染
症
、
拡
大
防
止
の
為
に

自
粛
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
一
応
、

宣
言
は
解
除
さ
れ
、
自
由
に
往
来
で

き
、
経
済
活
動
は
制
限
は
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
今
年
は
虎
年
と
い
う
こ

と
で
、
勢
い
の
良
い
年
で
、
縁
起
の

良
い
年
廻
り
と
な
り
ま
し
た
が
、
今

年
こ
そ
平
安
な
年
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

　

従
容
録
、第
十
四
則「
廓か
く

侍じ

過か

茶ち
ゃ

」と

い
う
一
則
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
則
は
、

禅
宗
史
上
〝
徳
山
の
棒
〟
で
有
名
な
、

徳
山
宣
鑑
（
七
八
二
～
八
六
五
）
禅

師
と
守
廓
侍
者
の
問
答
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。

　

守
廓
侍
者
は
、
臨
済
義
玄
（
？
～

八
六
六
）の
弟
子
、興
化
存
奨（
八
三
〇

～
八
八
八
）
の
弟
子
守
廓
上
座
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。

　

徳
山
和
尚
は
、雪
峯
義
存（
八
二
二

～
九
〇
八
）
の
嗣
法
の
師
匠
で
あ
る
。

　

徳
山
和
尚
の
道
場
に
守
廓
上
座
が

侍
者
と
し
て
勤
め
て
い
た
頃
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

　

守
廓
侍
者
が
徳
山
和
尚
に

「
従
上
の
諸
聖
、
什
麽
の
処
に
向
っ
て
か

去
る
や
。」
と
問
を
し
た
。

山
云
く
、

「
作
麽
、
作
麽
。」
と
答
え
た
。

廓
云
く
、

「
勅
し
て
飛
竜
馬
を
点
ぜ
し
に
、
破

鼈
出
頭
し
来
る
。」（
千
里
を
走
る
と

い
う
駿
馬
を
用
意
す
る
よ
う
に
お
願

い
し
た
の
に
、
足
の
不
自
由
な
、
ス
ッ

ポ
ン
が
ま
が
り
出
た
。）
と
言
っ
た
。

山
、
更
ち
休
し
去
る
。

来
日
、
山
、
浴
よ
り
出
ず
、
廓
、
茶

を
過
し
て
、
山
に
与
う
。
山
、
廓
が

背
を
撫
す
る
こ
と
一
下
す
。

廓
云
く
。

「
這
の
老
漢
、方は

始じ

め
て
、瞥
地
な
り
。」

山
又
た
休
し
去
る
。

徳
山
和
尚
は
、
禅
宗
史
上
に
名
高
い

〝
臨
済
の
喝
〟
と
言
わ
れ
る
如
く
、
接

化
の
手
段
は
通
常

「
這
い
得
る
も
三
十
棒
、
這
い
得
ざ

る
も
三
十
棒
。」と
い
う
具
合
で
一
種
、

独
特
の
家
風
を
も
っ
て
接
化
せ
ら
れ

た
禅
匠
で
あ
る
。

「
探
竿
手
に
在
り
、
影
草
身
に
隨
う
」

と
あ
る
。

　

師
家
は
、
一
挙
手
一
投
足
を
参
学

者
の
問
話
に
つ
い
て
、
そ
の
本
人
は

如
何
に
考
え
、
ど
う
い
う
態
度
で
あ

る
か
と
、
一
々
探
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
い
わ
れ
る
。

　

本
則
で
は
、
守
廓
侍
者
は
、

「
従
上
の
諸
聖
、
什
麽
の
処
に
向
っ

て
去
る
や
。」

（
今
ま
で
の
多
く
の
聖
人
は
ど
こ
に
行
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。）
と
問
う
た
。

　

此
処
の
道
場
に
は
、
立
派
な
先
輩
方

や
、
代
々
の
指
導
者
が
居
ら
れ
た
が
、

今
何
処
に
行
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
と

問
う
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

山
云
く
「
作
麽
、
作
麽
。」
な
ん
だ
、

な
ん
だ
と
戸
惑
っ
た
よ
う
に
答
え
て

い
る
。
す
る
と
、

　

守
廓
侍
者
は
、

「
立
派
な
千
里
の
馬
を
引
き
出
そ
う

と
し
て
、
足
の
不
自
由
な
ス
ッ
ポ
ン

が
出
で
き
た
も
の
だ
」
と
、
す
る
と
、

山
、
休
し
去
る
。

　

翌
日
、
徳
山
和
尚
は
風
呂
か
ら
出

る
と
、
廓
侍
者
が
茶
を
出
し
て
き
た

の
で
、
徳
山
は
廓
侍
者
の
背
を
一
回

撫
で
る
と
。

廓
云
く
、

「
老
師
は
少
し
は
解
っ
た
の
だ
ろ
う
。」

と
い
う
と
、
山
は
休
し
去
る
。

　

二
度
の
問
答
共
に
、
徳
山
和
尚
は

休
し
去
る
と
、
黙
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
廓
侍
者
の
問
に
答
え
、
廓

侍
者
の
行
動
に
対
応
す
る
、
徳
山
和

尚
は
〝
棒
〟
で
有
名
な
激
し
い
指
導

者
と
は
、
打
っ
て
変
っ
て
二
度
の
無

言
で
応
じ
て
い
る
。

　

こ
の
則
は
、
徳
山
の
〝
休
し
去
る
〟

こ
そ
優
れ
た
指
導
者
の
面
目
を
発
揮

し
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
わ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

萬
松
老
人
の
本
則
の
著
語
に

「
虎
頭
虎
尾
、
一
時
に
収
ま
る
。」
と

締
め
括
っ
て
い
る
。

　

此
の
則
の
言
わ
ん
と
す
る
処
は
、

師
家
と
学
人
の
問
答
往
来
は
、
剛
を

以
っ
て
柔
を
決
す
る
こ
と
は
則
ち
故

を
是
と
し
て
強
に
逢
う
に
は
、
弱
と

応
待
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

禅
門
の
修
行
は
、
寛
厳
宣よ

ろ
し
ゅ
う
す
る

こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

油
断
大
敵
、
日
常
の
茶
飯
に
も
、
茶

に
逢
う
て
は
、
茶
を
喫
し
、
飯
に
逢
う

て
は
飯
を
喫
す
る
三
昧
に
修
行
す
る
こ

と
は
肝
要
で
あ
る
こ
と
も
自
覚
し
つ

つ
、
本
年
も
精
進
し
た
く
正
月
早
々
挨

拶
と
い
た
し
ま
す
。

　

令
和
四
年
元
旦
所
懐

　
　

開
歳
壬
寅
四
海
平

　
　

一
鶏
告
暁
祷
新
晴

　
　

禍
源
未
滅
閑
栖
下

　
　

仰
望
春
光
照
梵
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
頌

　
「
百
拙
漸
悚
、
七
十
九
年
、
四
山

相
い
逼
り
、
一
錫
縁
に
隨
う
。」

　

本
年
は
、
本
師
、
先
々
住
、
一

光
方
丈
二
十
七
回
忌
に
正
當
い
た
し

ま
す
。
先
師
に
対
し
て
は
劣
徒
に
て

慚
愧
千
萬
、
衣
を
汚
し
て
ば
か
り
、

申
し
訳
な
い
こ
と
で
す
。
五
月
に
法

事
を
営
弁
す
る
予
定
で
す
。		

再	

拝

新
年
の
挨
拶

　
　
　

 

―
茶
に
逢
う
て
は
、
茶
を
喫
す
―
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改
暦
一
新

　

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
皆
様
其
々
に

様
々
な
想
い
で
新
年
を
お
迎
え
の
事
と

存
じ
ま
す
。
本
年
も
皆
様
方
の
身
心
の

御
安
寧
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
「
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
何
が
あ
っ

て
も
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
し
か
な

い
ん
じ
ゃ
」
こ
の
言
葉
は
、
私
が
初

め
て
瑞
應
寺
に
参
禅
し
た
時
に
、
現

東
堂
楢
崎
通
元
老
師
か
ら
直
接
い

た
だ
い
た
お
示
し
で
す
。

　

あ
れ
か
ら
四
十
年
。
振
り
返
れ

ば
慚
愧
を
知
る
ば
か
り
で
す
が
、
今

で
も
、
こ
の
お
示
し
は
私
の
修
行
に

生
き
続
け
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
僧
堂
に
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
、参
玄
会
、摂
心
の
提
唱（
講
義
）

で
「
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

」
を
読
み
始
め
、
先
月

か
ら
こ
の
銀
杏
誌
で
も
連
載
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
第
二
則
が
「
至し

い

道ど
う

無ぶ

難な
ん

、
唯ゆ

い

嫌け
ん

揀け
ん

択じ
ゃ
く

」
で
す
。
こ
れ
は
中
国
禅
宗
の
第

三
祖
鑑か

ん

智ち

僧そ
う

璨さ
ん

禅
師
（
西
暦
六
百
年

代
の
祖
師
）
の
「
信し

ん

心じ
ん

銘め
い

」
の
冒
頭

の
一
節
か
ら
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
一

般
的
に
は「
至し
い

道ど
う

は
難か

た

き
こ
と
無な

し
、

た
だ
揀け

ん

択じ
ゃ
く

を
嫌き

ら

う
」
と
読
み
ま
す
。

至
道
と
は
も
ち
ろ
ん
仏
道
の
事
。
揀

択
と
は
え
り
好
み
を
す
る
事
。

　
「
仏
様
の
修
行
は
難
し
い
こ
と
は

無
い
よ
。
た
だ
、
え
り
好
み
を
し
な

い
だ
け
だ
よ
。」
と
い
う
意
味
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
え
り
好
み
を
し
な
い

事
は
簡
単
な
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
敢
え
て
「
至
道
は
無
な
り
、

難
な
り
」
と
先
ず
読
ま
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

今
、
私
は
無
限
の
生
命
・
時
間
・

空
間
。
そ
し
て
、
出
会
い
に
支
え
ら

れ
て
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
生

か
さ
れ
て
い
る
事
実
に
は
、
私
の
個

人
的
な
思
い
や
計
ら
い
や
、
え
り
好

み
も
関
わ
ら
な
い
。そ
れ
が「
無
の
私
」

で
す
。
そ
し
て
、
今
此
処
に
人
と
し

て
生
ま
れ
、
さ
ら
に
仏
法
、
坐
禅
に

出
会
う
、「
受
け
難
き
人
身
を
受
け
た

る
の
み
に
非
ず
、
遇
い
難
き
仏
法
に

値
い
奉
れ
り
」
す
な
わ
ち
「
難
の
私
」

で
す
。
で
す
か
ら
「
無ぶ

難な
ん

」
と
は
、
仏

道
、
坐
禅
を
実
践
す
る
私
の
事
。	

　

そ
し
て
、「
唯
嫌
揀
択
」
で
す
が
、
こ

の
「
嫌
」
と
云
う
字
に
引
っ
か
か
り
ま

す
。「
嫌
う
と
い
う
事
こ
そ
揀
択
、
え

り
好
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
。

　

し
か
し
、
字
書
を
見
る
と
「
嫌
」
は

「
心
に
平
な
ら
ざ
る
な
り
」
つ
ま
り
不

満
足
、
不
信
の
念
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

で
す
か
ら
「
揀
択
を
拠よ

り
所

ど
こ
ろ

と
し
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
の
人
間
生
活
の
基
準
は
揀

択
で
す
。
自
分
に
と
っ
て
都
合
が
良
い

か
悪
い
か
、
損
か
得
か
、
全
て
駆
け
引

き
、
打
算
で
す
。
そ
れ
を
よ
く
よ
く

見
極
め
て
拠
り
所
に
し
な
い
、
基
準
に

し
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
真
実
の
信
仰

に
生
き
る
私
が
居
る
の
で
す
。

　

以
前
二
十
歳
の
青
年
が
急
逝
さ

れ
ま
し
た
。

　

ご
家
族
の
悲
し
み
に
、
ど
う
お
慰
め

し
て
よ
い
か
言
葉
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
青
年
の
お
母
さ
ん
が
、
七
日
経

の
お
参
り
の
時
、
独
り
言
の
よ
う
に
私

に
話
し
か
け
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
子
供
が
死
ん
で
悲
し
く
て
、
悔

し
く
て
、辛
く
て
言
葉
に
な
ら
な
い
。

も
う
生
き
て
い
く
気
力
も
無
い
。
息

子
は
も
う
自
分
の
好
き
な
物
も
食

べ
る
事
が
出
来
な
い
。
そ
れ
を
思
う

と
私
が
食
事
を
い
た
だ
く
事
は
出

来
な
い
。
そ
う
思
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
み
ん
な
が
用
意
し
て
下
さ
っ
た

食
膳
の
前
に
座
る
と
、
自
然
に
箸
が

出
て
い
た
。
絶
対
に
ご
飯
な
ん
か
食

べ
ら
れ
る
わ
け
無
い
と
思
っ
て
い
た

の
に
、
し
か
も
私
の
好
き
な
物
か
ら

い
た
だ
い
て
い
た
。
こ
ん
な
時
に
私

の
我わ
が

儘ま
ま

が
出
て
い
た
。
私
は
こ
ん
な

に
薄
情
な
親
だ
っ
た
の
か
と
思
っ
た

ら
、
ま
た
悲
し
く
な
っ
て
、
泣
き
な

が
ら
ご
飯
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」

そ
う
言
わ
れ
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

私
は
「
心
、
感
情
、
思
い
は
事
実
を

受
け
入
れ
た
く
な
く
て
も
、
身
体
は
、

ど
ん
な
悲
し
み
も
苦
し
み
も
悔
し
さ

も
辛
さ
も
、
事
実
を
全
て
受
け
入
れ

て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
す
か
？
」
と
答
え
ま
し
た
。

　

私
は
私
の
生
命
に
救
わ
れ
て
い
た

の
で
す
。

　

頭
の
思
い
、
心
で
は
、
揀
択
が
起

き
る
。
だ
け
ど
、
身
体
は
そ
の
揀
択

を
も
受
け
入
れ
て
、
生
き
る
縁
の
あ

る
限
り
、
何
と
し
て
も
生
き
続
け
よ

う
と
努
力
し
て
い
る
。
こ
の
生
命
に

私
自
身
が
救
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
私
の
生
命
を
支
え

て
い
る
の
は
、
宇
宙
か
ら
始
ま
っ
て
太

陽
、地
球
、大
地
、空
気
、水
、自
然
、そ

し
て
衣
・
食
・
住
、
人
と
人
と
の
ご
縁
。

　

そ
れ
ら
時
間
・
空
間
・
存
在
の
全

て
が
在
っ
て
、
私
の
命
が
生
き
て
い

る
限
り
、
今
此
処
で
、
ど
ん
な
こ
と

が
有
っ
て
も
、
そ
の
全
て
が
私
を

護
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
が
仏
様
で
す
。
そ
こ
に
落
ち
着

く
の
が
坐
禅
で
す
。

　

世
間
の
価
値
観
、
人
間
の
損
得

勘
定
か
ら
言
え
ば
、
坐
禅
ほ
ど
生
産

性
も
無
く
、
非
効
率
で
、
何
の
効
果

も
無
い
、
時
間
と
身
体
の
無
駄
使
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

瞑
想
す
る
事
で
も
、
精
神
集
中
で

も
無
く
、
当
に
無
所
得
、
無
所
悟
。

本
当
に
何
も
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。

　

足
は
痛
い
、
眠
い
、
背
筋
を
伸
ば

し
て
ジ
ッ
と
し
て
る
の
は
き
つ
い
。

　

そ
れ
で
も
命
が
け
で
、
身
心
を
賭

し
て
坐
禅
に
向
か
い
ま
す
。
何
故
で

し
ょ
う
か
？
不
思
議
な
事
で
す
。

　

そ
れ
は
、
た
だ
身
体
と
息
と
心
を

調
え
る
只し

管か
ん

打た

坐ざ

の
坐
禅
に
こ
そ
、

生
命
の
落
ち
着
き
と
云
う
、
絶
対
の

安あ
ん

心じ
ん

が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

只
管
打
算
で
は
無
く
、
只
管
打

坐
の
坐
禅
が
、
そ
の
ま
ま
、
私
を
無

条
件
に
支
え
て
下
さ
る
全
て
の
生
命

に
対
す
る
、
唯
一
の
報
恩
感
謝
の
至

道
な
の
で
す
。

　

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ど
ん
な
困
難

が
あ
っ
て
も
揀
択
を
そ
の
ま
ま
に
い

た
だ
い
て
、
今
此
処
か
ら
、
こ
の
坐

禅
か
ら
出
発
し
て
至
道
を
歩
む
。

　

念ね
ん

念ね
ん

発ほ
っ

心し
ん

、
常

じ
ょ
う

発ほ
っ

心し
ん

。
発ほ

っ

心し
ん

百ひ
ゃ
く

千せ
ん

万ま
ん

発ほ
つ

。

　

コ
ロ
ナ
禍
も
未
だ
終
息
の
気
配
も

見
え
ぬ
時
で
す
が
、
本
年
も
同
行
同

修
、
共
に
坐
禅
の
ご
縁
を
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
祈
り
ま
す
。	

合	

掌　

　
発ほ

っ

心し
ん 

　
今
此
処
か
ら
出
発
す
る
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福
寿
無
量　

萬
福
多
幸　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
大
変
な
一
年
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
は
お
正
月
、
神
社
仏
閣
に

お
詣
り
し
て
「
今
年
こ
そ
は
良
い
年

で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
お
願
い
し

ま
す
か
。
そ
れ
と
も
「
今
年
も
良
い

年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
願
い
ま

す
か
。

　
「
今
年
も
」
と
い
う
言
葉
の
中
に

は
、
昨
年
は
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た

と
言
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
年
二
月
で
九
十
六
歳
に
な
ら

れ
る
通
元
東
堂
老
師
は
、
私
が
瑞
應

寺
へ
安
居
し
た
時
は
、厳
し
く
、特
に

渓
寿
寺
用
僧
で
お
手
伝
い
に
行
か
さ

せ
て
頂
く
と
、
本
当
に
色
々
な
事
を

ご
教
授
頂
き
ま
し
た
。
最
近
の
通
元

東
堂
老
師
は
、
お
声
を
か
け
る
と
手

を
合
わ
せ
「
こ
う
し
て
私
が
い
る
の

は
皆
の
お
か
げ
」「
あ
り
が
と
う
」「
あ

り
が
と
う
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
朝
参
の
席
で
も
「
日
々
の

行
持
が
大
切
じ
ゃ
」「
皆
の
お
か
げ
」

「
有
難
い
」「
有
難
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
今
な
お
私
た
ち
に
法
を
説
い

て
下
さ
い
ま
す
。

　

あ
る
寺
院
の
掲
示
板
に
『「
あ
り

が
と
う
」
の
反
対
は
「
あ
た
り
ま
え
」

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
生
活
に
喜

び
や
感
動
は
な
い
』
と
書
か
れ
て
い

ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、
生
き
て
い
る
こ
と
が

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

明
日
も
明
後
日
も
こ
の
ま
ま
、
ず
っ

と
続
く
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

大
智
禅
師
仮
名
法
語
に
は
「
こ
の

無
常
の
殺
鬼
の
人
を
う
か
が
う
こ
と
、

時
と
し
て
、
そ
の
時
な
ら
ず
と
い
う

こ
と
な
し
。
故
に
経
に
曰
く
、
こ
の

日
已
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
命
も
亦
随
っ
て

減
ず
。
少
水
の
魚
の
如
し
、
是
に
何

の
楽
し
み
か
有
ら
ん
。
衆
等
各
々
勤

め
精
進
し
て
頭
然
を
救
う
が
如
く
す

べ
し
、
但
無
常
を
念
じ
て
慎
ん
で
放

逸
な
る
こ
と
勿
れ
、
と
。（
中
略
）
是

を
以
て
仏
道
を
も
と
む
る
人
は
、
ま

ず
生
死
事
大
無
常
の
迅
速
な
る
こ
と

を
胸
に
お
い
て
、
念
々
歩
歩
に
こ
れ

を
わ
す
る
る
事
な
か
れ
。
も
し
こ
の

心
な
く
ば
、
ま
こ
と
に
道
を
も
と
む

る
人
に
あ
ら
ず
。
生
死
の
大
事
を
截

断
す
る
こ
と
坐
禅
に
す
ぎ
た
る
要
経

な
し
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

経
に
曰
く
と
は
、
僧
堂
で
は
八
念

誦
で
お
唱
え
を
し
て
い
ま
す
が
、
梵

網
経
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

少
水
の
魚
の
如
し
、
是
に
何
の
楽

し
み
か
有
ら
ん
。
三
匹
の
魚
が
大
き

な
波
で
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
小
さ

な
水
た
ま
り
で
、
あ
っ
ぷ
・
あ
っ
ぷ	

し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
一
匹
が
気
を

強
く
持
ち
、
跳
ね
回
っ
て
と
う
と
う

海
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
次
の
魚

は
、
あ
い
つ
は
あ
ん
な
に
元
気
が
あ

る
が
俺
に
は
な
い
。
で
も
こ
ん
な
と

こ
ろ
に
居
て
は
死
ん
で
し
ま
う
と
思

い
じ
り
じ
り
と
這
い
ま
わ
っ
て
よ
う

や
く
海
に
帰
っ
た
。
最
後
の
一
匹
は
、

あ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
を
し
て
ダ
メ

だ
っ
た
ら
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
こ
に

こ
う
し
て
じ
っ
と
し
て
い
れ
ば
必
ず

大
き
な
波
が
来
て
海
に
帰
れ
る
か
ら

ゆ
っ
く
り
待
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
、

じ
っ
と
し
て
い
た
ら
人
間
が
来
て
大

き
な
魚
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
打
ち
上

げ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
持
っ
て

行
っ
て
し
ま
い
、
命
が
亡
く
な
っ
た
。

と
い
う
の
で
す
。
私
た
ち
に
、
う
か

う
か
し
て
い
ら
れ
な
い
無
常
と
い
う

殺
鬼
が
命
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
教

訓
で
す
。
そ
し
て
こ
の
教
訓
を
忘
れ

る
こ
と
が
あ
る
な
ら
道
を
も
と
め
る

人
に
あ
ら
ず
と
い
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
生
を
求
め
、
死
を
嫌

う
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
思
い
ま
す

が
、
元
来
、
生
も
死
も
別
々
で
は
な

く
、
尊
い
仏
の
御
命
な
の
で
す
。「
こ

の
生
死
す
な
わ
ち
仏
の
御
命
な
り
。

こ
れ
を
厭
い
捨
て
ん
と
す
れ
ば
、
す

な
わ
ち
仏
の
御
命
を
失
わ
ん
と
す
る

な
り
。
こ
れ
に
と
ど
ま
り
て
生
死
に

著
す
れ
ば
、
こ
れ
も
仏
の
御
命
を
失

う
な
り
」（
正
法
眼
蔵
生
死
）
こ
の
わ

が
生
死
は
、
仏
の
御
命
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
「
た
だ
わ
が

身
を
も
心
を
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
、

仏
の
い
え
に
な
げ
い
れ
て
」（
正
法
眼

蔵
生
死
）
す
べ
て
お
ま
か
せ
を
す
る

こ
と
が「
生
死
の
大
事
を
截
断
す
る
」

こ
と
で
あ
り
、「
生
死
の
大
事
を
截

断
す
る
」
に
は
、
坐
禅
に
ま
さ
る
道

は
な
い
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

頭
念
を
救
う
が
如
く
無
常
を
お

も
い
、
少
し
で
も
坐
る
時
間
を
持
ち

た
い
も
の
で
す
。	

合　
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秋の山門

大開静の後成道会献供諷経
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佛
國
山
瑞
應
寺

住　

職　

村
上　

德
存

東　

堂　

楢
崎　

通
元

副
住
職　

金
岡　

潔
宗

寺
選
総
代

　
　
　
　

河
端　

宏
一

　
　
　
　

住
友
金
属
鉱
山
株
式
会
社

　
　
　
　

総
務
セ
ン
タ
ー
長

地
区
総
代

一　

区　

三
浦　

廣
志

三　

区　

大
條　

雅
久

四　

区　

曽
我
部
英
敏

五　

区　

本
田　

康
忠

七　

区　

篠
原　

元
久

八　

区　

伊
藤　

数
義

九　

区　

藤
田　
　

理

十　

区　

鴻
上
紳
一
郎

瑞
應
寺
専
門
僧
堂

堂　

長　

村
上　

德
存

師　

家　

楢
崎　

通
元

西　

堂　

宮
田　

玄
洞

堂　

監　

門
原　

信
典

監　

事　

古
川　

承
久

瑞
應
寺
護
持
会

副
会
長　

大
條　

雅
久

学
校
法
人 

ひ
か
り
幼
稚
園

　
　
同 

　　
　

保
護
者
会

元
正
啓
祚

　  

萬
物
咸
新

謹賀新年
令和四年 壬寅

元旦の風景

臘八摂心大開静
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で
修
行
に
来
ら
れ
る
方
々
が
居
ら
れ
ま

す
、
そ
ん
な
雲
納
さ
ん
方
の
ご
希
望

に
添
え
る
よ
う
、
こ
の
瑞
應
寺
の
特

色
や
家
風
を
少
し
で
も
多
く
参
究
し

て
お
き
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
と
、
作
務
や
檀
務
等
を
道
場

に
い
る
時
と
同
じ
心
持
で
行
っ
て
お

り
ま
す
が
、
煩
わ
し
さ
を
感
じ
る
こ

と
も
な
く
、
お
檀
家
さ
ん
に
は
好
感

を
持
た
れ
る
様
な
の
で
、
清
規
の
実

践
と
一
緒
に
お
伝
え
し
て
い
け
た
ら

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

	

維
那　

吉
松�

聖
博

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
新
年
が
皆
様
に
と
り
ま
し
て

良
き
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り

祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
僧
堂

で
の
典
座
寮
の
配
役
が
、
十
年
を
越

え
ま
し
た
。
こ
の
御
縁
が
今
の
私
を

構
築
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

然
し
乍
ら
一
昨
年
来
の
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
大
人
数
の
料
理
は
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
修
行
僧
の
方
も
少
な
く
な

り
寂
し
い
で
す
が
、
今
年
は
コ
ロ
ナ

が
落
ち
着
い
て
様
々
な
行
持
が
如
常

に
出
来
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

	

副
典　

足
立�
光
顕

　
「
吹
⽑
常
に
磨
す
」
と
い
う
禅
語
が

あ
り
ま
す
。
吹
⽑
剣
と
い
う
の
は
⿃

の
⽻
が
ふ
わ
り
と
落
ち
て
き
た
だ
け

で
ス
パ
ッ
と
切
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の

鋭
い
剣
で
す
。
そ
の
剣
も
、
常
に
磨

い
て
い
な
い
と
切
れ
味
が
悪
く
な
り

ま
す
か
ら
、
常
に
磨
い
て
い
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ

の
禅
語
は
修
行
に
終
わ
り
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
瑞
應

寺
に
役
寮
と
し
て
安
居
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
数
年
で
す
が
、
修
行
に
終
わ

り
が
な
い
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
て

お
り
ま
す
。
何
か
と
ご
迷
惑
を
か
け

る
こ
と
も
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、

本
年
も
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。	

知
庫　

村
上�

徳
樹

　

旧
年
中
は
病
気
で
手
術
、
入
退
院

を
繰
り
返
し
、
健
康
で
い
ら
れ
る
こ

と
が
当
た
り
前
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
身
に
染
み
て
感
じ
た
。

　

道
場
で
大
衆
と
一
緒
に
生
活
を
し

て
い
る
と
自
分
も
若
い
つ
も
り
に

な
っ
て
し
ま
う
が
、
大
衆
と
し
て
こ

こ
に
居
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
も
、

も
う
十
年
以
上
前
の
話
。
気
持
ち
は

変
わ
ら
な
い
つ
も
り
で
い
て
も
、
体

は
二
十
代
の
頃
の
よ
う
に
は
い
か
な

い
よ
う
だ
。

　

今
出
来
る
こ
と
が
明
日
も
出
来
る

と
は
限
ら
な
い
。
日
々
の
行
持
を
大

事
に
し
、
行
持
あ
ら
ん
身
心
を
大
事

に
し
て
い
き
た
い
。

	

副
悦　

古
川�

承
久

「
一
陰
一
陽
之
謂
道
」

　
「
一
陰
一
陽
こ
れ
を
道
と
い
う
」
常

に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
天
地
宇
宙
の

働
き
の
在
り
方
を
顕
わ
し
た
『
易
経
』

の
言
葉
で
す
。
我
ら
人
間
も
天
地
の

一
部
と
し
て
陰
陽
の
摂
理
の
な
か
で

生
き
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、『
法
華
経
』
に
は
我
ら
人
間

の
世
界
を
「
三
界
火
宅
」
と
い
い
、

迷
い
と
苦
し
み
に
満
ち
た
世
界
で
あ

る
と
譬
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に

今
の
時
代
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
の

災
い
が
長
引
く
な
か
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ

ナ
と
い
う
新
し
い
言
葉
ま
で
出
た

今
、
ま
さ
に
我
ら
の
考
え
方
や
生
き

方
は
全
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、
い

ず
れ
に
流
れ
て
も
我
ら
人
間
は
一
日

一
夜
を
過
ご
し
て
行
か
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

人
類
の
歴
史
上
数
多
く
の
哲
学
者
ま

た
は
宗
教
者
た
ち
の
聖
人
が
現
わ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
在
り
方
を

表
現
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
温
故
知

新
」
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
先
人

た
ち
が
残
し
た
智
慧
の
教
え
を
今
日

に
生
か
す
こ
と
が
今
を
生
き
る
我
ら

の
使
命
で
は
な
い
か
と
改
め
て
思
う

所
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
『
大
智
禅
師
御
垂
訓
』
に
我
ら
僧
侶

の
生
き
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
仏

祖
の
正
伝
は
、
た
だ
坐
に
て
候
う
。

　
「
叢
林
が
基
本
だ
か
ら
な
」

　

三
十
七
年
前
、
今
は
、
東
堂
老
師

と
お
呼
び
し
て
お
り
ま
す
が
、
当
時

は
、
堂
監
と
し
て
私
共
を
指
導
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
通
元
老
師
に
、
瑞
應

寺
を
出
て
、
駒
澤
大
学
で
佛
教
の
勉

強
を
し
た
い
、
と
願
い
出
ま
し
た
時

に
言
わ
れ
た
言
葉
で
す
。

　

修
行
道
場
だ
け
が
叢
林
な
の
か
、
ど

こ
に
居
て
も
、
そ
の
場
を
叢
林
と
心
得

て
生
活
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
、

今
も
ま
だ
自
分
に
問
う
て
い
ま
す
。

　

九
十
七
歳
に
な
ら
れ
た
東
堂
老
師

は
、
今
年
も
瑞
應
寺
叢
林
を
離
れ
る

こ
と
な
く
、
起
居
を
共
に
し
て
下

さ
っ
て
い
ま
す
。
有
難
い
こ
と
で
す
。

こ
の
仕
合
せ
に
感
謝
し
日
々
を
過
ご

し
て
ま
い
り
ま
す
。

	

講
師　

越
海�

暢
芳

　

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

年
頭
所
懐

病
毒
蔓
延
経
二
霜

必
須
口
罩
吸
呼
妨

壬
寅
歳
首
瞻
東
旭

偏
祷
万
邦
恢
日
常

　

新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
の
生
活
は
約
二

年
間
に
及
ん
で
お
り
、
息
苦
し
い
口

罩
（
マ
ス
ク
）
生
活
に
も
終
わ
り
が

見
え
ま
せ
ん
。

　

壬
寅
の
年
頭
に
際
し
て
、
東
方
の

春
の
神
に
、
世
界
が
平
常
に
回
復
す

る
よ
う
祈
念
す
る
ば
か
り
で
す
。

　

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。	

侍
者　

阿
部�

信
宏

　

入
制
人
事
の
致
語
に
「
此
際
幸
い

に
安
居
を
同
じ
ゅ
う
す
、
恐
ら
く
は

三
業
不
善
、
当
に
望
む
ら
く
は
慈
悲
」

と
あ
る
。
今
こ
の
時
、
幸
い
に
も
僧

堂
安
居
に
同
坐
出
来
る
こ
と
を
喜

び
、
未
熟
な
身
で
は
あ
る
が
、
お
互

い
に
扶
け
扶
け
ら
れ
る
慈
悲
の
行
持

を
勤
め
て
い
き
た
い
と
。

　

コ
ロ
ナ
禍
を
経
験
し
激
動
の
世
の

中
に
あ
っ
て
も
、
宗
門
が
安
居
修
証

を
第
一
と
す
る
限
り
、
こ
れ
か
ら
も

一
箇
半
箇
の
真
人
が
衆
生
接
化
に
続

い
て
い
く
だ
ろ
う
。
私
も
佛
國
山
に

お
い
て
、
変
わ
り
ゆ
く
こ
と
変
わ
ら

ぬ
こ
と
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
つ
つ
、

老
師
父
と
老
母
の
支
助
に
も
感
謝
し

な
が
ら
、
本
年
も
ま
た
こ
れ
か
ら
の

真
人
達
と
同
坐
し
て
い
き
た
い
。

	

知
客　

家
古
谷�

光
祥

　

今
年
は
、
改
め
て
こ
の
道
場
の
特
色

を
参
究
さ
せ
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
前
に
比
べ
、
安
居
し
て
い
る
雲

納
さ
ん
の
人
数
は
少
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
尚
こ
の
道
場
を
選
ん

年
頭
所
感
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

…
諸
仏
の
御
ふ
る
ま
い
の
ご
と
く
に
行

ぜ
さ
せ
た
ま
い
候
い
て
…
諸
仏
の
御
ふ

る
ま
い
と
申
す
は
…
寺
の
規
式
に
し
た

が
い
て
行
い
候
う
べ
し
。
規
式
と
申
す

は
、
寺
に
さ
だ
め
お
き
た
る
一
日
一
夜

の
御
振
る
舞
い
を
申
し
候
う
」
と
。

　
「
寝
て
・
坐
っ
て
・
食
べ
る
」こ
れ
が
私

の
一
日
一
夜
の
御
振
る
舞
い
で
す
。
も

う
、
お
斎
座
を
準
備
す
る
時
間
で
す
。

　

で
は
、
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。	

蔵
司　

金�

範
松

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
猛
威
を
痛
感
い
た

し
ま
し
た
。
百
丈
慧
海
禅
師
の
お
話

の
中
に
「
如
何
な
る
か
是
れ
奇
特
の

事
」
と
問
わ
れ
「
独
坐
大
雄
峰
」
と
お

答
え
に
な
ら
れ
た
お
話
が
あ
り
ま

す
。
意
味
は
こ
の
世
の
中
で
、
最
も

素
晴
ら
し
い
こ
と
は
何
で
す
か
と
の

質
問
に
百
丈
慧
海
禅
師
は
大
雄
峰

（
百
丈
山
の
異
名
）
に
た
だ
独
り
坐
っ

て
い
る
事
と
お
答
え
に
な
ら
れ
ま
し

た
。
私
に
と
っ
て
「
如
何
な
る
か
是

れ
奇
特
の
事
」
の
答
え
は
「
一
日
一

日
を
大
切
に
生
き
る
」
事
で
す
。
人

生
は
楽
し
い
事
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
苦
し
い
事
、
辛
い
事
も
沢
山
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
含
め
て

大
切
に
生
き
る
事
が
素
晴
ら
し
い
人

生
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
一
日
一
日
を
大
切
に
生
き
る

事
を
心
が
け
て
日
々
を
過
ご
し
て
い

き
た
い
。	

直
録　

楠
本�

剛
大

　

入
堂
し
て
か
ら
九
ヶ
月
が
経
ち
、

も
う
す
ぐ
古
参
と
な
り
ま
す
。
実
力

が
伴
わ
ず
と
も
古
参
に
な
っ
て
し
ま

う
訳
で
、
少
し
で
も
実
力
が
伴
う
古

参
と
な
る
よ
う
に
日
々
修
行
に
励
ん

で
お
り
ま
す
。

　
「
目
は
口
ほ
ど
に
物
を
言
う
」
と
い

う
慣
用
句
が
あ
る
よ
う
に
、
人
は
目

か
ら
多
く
の
情
報
を
得
て
い
ま
す
。

僧
堂
生
活
に
も
慣
れ
、
怠
け
た
い
心

が
出
て
き
ま
す
が
、
自
分
の
一
挙
手

一
投
足
が
仏
様
に
見
ら
れ
て
い
る
と

思
い
、
何
事
も
丁
寧
に
修
行
し
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

	
首
座　

慧　

岳

　

今
ま
で
様
々
な
配
役
を
任
せ
て
も

ら
い
、
今
は
書
記
の
役
を
頂
い
て
い

ま
す
。
修
行
僧
が
少
な
く
な
り
、
一

人
一
人
の
負
担
が
増
え
て
い
る
中
で

の
、
と
て
も
重
要
な
役
で
す
。

　

書
記
と
い
う
役
は
、
私
に
は
荷
が

重
い
よ
う
に
思
う
反
面
、
こ
の
役
を
や

り
遂
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
強
く

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
無
理
す
る
の
で

は
な
く
、
た
だ
自
分
の
出
来
る
こ
と
を

す
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
小
さ
な
こ
と

だ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
一
生
懸
命

に
こ
な
す
。
そ
れ
が
私
の
目
標（
抱
負
）

で
す
。	

書
記　

英　

俊

 
 

成 

道

　

お
釈
迦
様
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ

ダ
ー
ル
タ
は
イ
ン
ド
の
カ
ビ
ラ
国

の
王
子
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

何
不
自
由
の
な
い
暮
ら
し
の
中

で
、
十
九
歳
の
時
に
、
生
老
病
死

と
云
う
人
間
の
代
表
的
な
苦
に
、

自
ら
悩
み
迷
い
、
そ
の
苦
し
み
を

解
決
し
よ
う
と
真
夜
中
に
密
か
に

城
を
出
ら
れ
ま
し
た
。

　

王
子
と
云
う
幸
福
な
暮
ら
し
も
、

世
間
的
な
飾
り
も
、
名
誉
も
、
全

て
捨
て
出
家
し
、
名
も
無
き
一
人

の
修
行
者
と
し
て
苦
行
に
身
を
投

じ
ま
す
。

　

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
今
ま
で
に

こ
れ
ほ
ど
の
難
行
苦
行
を
し
た
も

の
は
居
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
な

修
行
を
六
年
間
も
続
け
ま
す
。

　

し
か
し
、「
こ
の
身
体
を
痛
め
る

こ
と
で
は
真
の
安
心
は
得
ら
れ
な

い
。」
と
苦
行
の
無
意
味
な
る
事
を

知
り
、
尼
連
禅
河
で
沐
浴
さ
れ
、

岸
辺
で
村
娘
ス
ジ
ャ
ー
タ
の
乳
粥

の
供
養
を
受
け
ま
す
。

　

そ
し
て
身
体
を
調
え
、菩
提
樹
下
、

金
剛
座
上
に
坐
禅
す
る
事
六
年
。

　

あ
る
時
は
眉
間
に
蜘
蛛
が
巣
を

張
ろ
う
と
も
、
鵲

か
さ
さ
ぎ

が
頭
の
上
に
巣

を
作
ろ
う
と
も
、
葦
の
葉
が
坐
禅

を
組
ん
だ
足
を
通
り
抜
け
よ
う
と

も
、坐
を
崩
さ
れ
る
事
は
無
か
っ
た
。

　

成
道
の
間
際
に
は
あ
ら
ゆ
る
魔

族
が
坐
禅
を
妨
げ
る
よ
う
に
襲
い

掛
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
シ
ッ
ダ
ー

ル
タ
の
心
に
潜
む
全
て
の
人
類
の

根
源
的
な
煩
悩
、
迷
い
、
苦
し
み

で
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
魔
族
の
囲
い
も

破
り
、
い
よ
い
よ
成
道
の
予
感
を

さ
れ
、

　
「
我
、
今
も
し
無
上
菩
提
を
証
ぜ

ず
ば
、む
し
ろ
こ
の
身
を
砕
く
べ
し
。

　

我
、
今
も
し
解
脱
の
道
を
得
ず

ん
ば
、
つ
い
に
こ
の
坐
を
起
た
じ
」

と
誓
願
し
、
ひ
た
す
ら
坐
禅
を
続

け
ま
し
た
。
こ
れ
は
四
十
九
日
と
も

二
十
一
日
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
三
十

歳
、
十
二
月
八
日
の
明
け
の
明
星

の
輝
く
時
。

「
我
と
大
地
有
情
と
同
時
に
成
道

す
」
と
宣
言
さ
れ
、
目
覚
め
た
人
、

佛
陀
は
誕
生
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
が
成
道
。
道
を
成
す
。
真

実
の
道
の
完
成
で
す
。

　

こ
の
大
地
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
、
山
も
川
も
草
も
木
も
、
全

て
が
此
処
に
あ
る
よ
う
に
、
お
互

い
の
生
命
が
無
限
に
関
わ
り
合
っ

て
、
美
し
い
完
全
無
欠
の
調
和
の

世
界
に
輝
き
、
躍
動
し
て
い
た
の

で
す
。
全
て
の
存
在
が
真
実
の
姿

を
実
践
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
生
老
病
死
は
、
す
な
わ
ち

「
佛
の
御
い
の
ち
」
な
り
。

　

お
釈
迦
様
の
成
道
に
よ
っ
て
、

今
、
迷
い
、
苦
し
み
の
中
を
歩
む

こ
の
私
も
間
違
い
な
く
照
ら
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

こ
の
私
達
を
取
り
巻
く
全
て
の

生
命
の
営
み
も
、
私
達
の
今
日
の

一
日
の
行
持
も
大
地
有
情
同
時
成

道
の
行
持
で
し
た
。

　

全
国
の
道
場
で
は
、
今
月
一
日

か
ら
八
日
の
成
道
会
ま
で
、
集
中

し
て
坐
禅
を
勤
め
ま
す
。
私
達
の

坐
禅
は
成
道
、
つ
ま
り
「
佛
の
御
い

の
ち
」
の
中
の
坐
禅
で
す
。

　

大
恩
教
主
本
師
釋
迦
牟
尼
佛
大

和
尚
様
の
金
剛
坐
上
の
誓
願
に
少

し
で
も
応
え
た
い
も
の
で
す
。

	

合	

掌　

	

佛
國
山
瑞
應
寺	

堂
監　

門
原
信
典

�

令
和
三
年
十
二
月
一
日
～
十
日
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鐘 

声

■			

授
衣
作
法

　

十
一
月
三
十
日
（
火
）
略
布
薩
・

授
衣
作
法
が
門
原
後
堂
式
師
の
も

と
、
行
わ
れ
た
。

■			

臘
八
摂
心

　

釈
尊
成
道
の
聖
日
を
因
み
、
十
二

月
一
日
（
水
）
よ
り
八
日
（
水
）
暁
天
ま

で
、
恒
例
の
臘
八
摂
心
を
修
行
。
会

中
は
、門
原
後
堂
（
碧
巌
録
）
金
岡
監
録

（
仮
名
法
語
）
越
海
講
師
（
正
法
眼
蔵
）

（
阿
含
経
）
吉
松
維
那
（
普
勧
坐
禅
儀
）

（
正
法
眼
蔵
坐
禅
儀
）
の
提
唱
を
拝
聴
。

会
中
の
供
養
施
主
に
深
謝
。
ま
た
、
参

禅
者
の
随
喜
加
担
に
多
大
に
助
け
ら

れ
て
の
摂
心
無
事
円
成
。
法
縁
多
謝
。

　

令
和
三
年
臘
八
摂
心

　
　
　

供
養
施
主
（
順
不
同
）

当　
　
　

山　

総
代
会 

殿

四
国
中
央
市　

正
覺
寺 

殿

香　

川　

県　

南
隆
寺 

殿

愛　

知　

県　

森
川
法
雲 

殿

松　

山　

市　

義
安
寺 

殿

岡　

山　

県　

東
林
寺 

殿

今　

治　

市　

禅
興
寺 

殿

今　

治　

市　

圓
久
寺 

殿

　
銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

實
法
寺　

殿

静
岡
県　

龍
巣
院　

殿

秋
田
県　

福
昌
寺　

殿

岡
山
県　

大
倉
比
登
志　

殿

岡
山
県　

尾
崎
治
子　

殿

北
海
道　

長
福
寺　

殿

広
島
県　

重
楽
寺　

殿

長
崎
県　

田
口
寿
子　

殿

群
馬
県　

建
明
寺　

殿

高
知
県　

永
源
寺　

殿

⿃
取
県　

瑞
應
寺　

殿

福
岡
県　

大
満
寺　

殿

�
(

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
受
付
迄)

　
十
二
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

臘
八
摂
心
（
八
日
迄
）

五　

日　

日
曜
参
禅
会

八　

日　

成
道
会

九　

日　

断
臂
摂
心
（
十
日
迄
）

十　

日　

震
旦
二
祖
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

ベ
ル
モ
ニ
ー	

	

　
　
　
　
　
　

合
同
慰
霊
祭

丗
一
日　

略
布
薩
・
除
夜

　
一
月
の
予
定

一　

日　

大
般
若
祝
祷
諷
経

　
　
　
　

歳
朝
人
事
・
年
賀
ノ
拝

二　

日　

角
野
消
防
団
初
祈
祷

三　

日　

寿
餠
ノ
拝

五　

日　

年
頭
総
代
会

七　

日　

お
ね
は
ん
受
付
開
始

九　

日　

日
曜
参
禅
会

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
七
日　

法
戦
式

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

十
九
日　

寒
行
托
鉢
（
丗
日
迄
）

丗
一
日　

略
布
薩

　
「
身
心
自
か
ら
も
愛
す
べ
し
、
自

か
ら
も
敬
う
べ
し
」

　

こ
れ
は
修
証
義
第
五
章
行
事
報

恩
の
中
の
一
文
で
す
。

　

人
の
為
に
尽
く
す
慈
悲
心
は
も

ち
ろ
ん
大
切
で
は
あ
り
ま
す
が
、

自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
事
も
大

切
な
事
で
す
。

　

私
自
身
、
自
分
に
自
信
が
持
て

ず
、
自
か
ら
敬
う
事
な
ど
考
え
た

事
も
な
か
っ
た
で
す
。
自
分
を
敬

う
事
が
で
き
る
よ
う
、
制
中
の
首

座
の
任
、
修
行
に
励
み
、
自
分
自

身
を
成
長
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。	

今
冬
首
座	

広　

島　

県　

淨
光
寺 

殿

岡　

山　

県　

中
興
寺 

殿

広　

島　

県　

長
福
寺 

殿

当　
　
　

山　

和
敬
会 

殿

⿃　

取　

県　

玉
泉
寺 

殿

当　
　
　

山　

梅
花
講 

殿

兵　

庫　

県　

清
陰
寺 

殿

西　

条　

市　

田
中
淑
恵 

殿

兵　

庫　

県　

鶴
我
昌
三 

殿

宮　

城　

県　

東
禅
寺 

殿

高　

知　

県　

福
泉
寺 

殿

福　

岡　

県　

高
座
石
寺 

殿

広　

島　

県　

東
光
寺 

殿

岡　

山　

県　

長
川
寺 

殿

愛　

知　

県　

宝
泉
寺 

殿

　

他
、
野
菜
、
果
物
、
菓
子
等	

多

数
頂
戴
。

■			

成
道
会
・
断
臂
摂
心

　

十
二
月
八
日
（
水
）
臘
八
摂
心
大

開
静
、
堂
内
朝
課
に
引
き
続
き
成
道

会
献
粥
諷
経（
金
岡
監
録
）、小
参（
門

原
後
堂
）。行
鉢
は
乳
粥
謹
喫
。午
前
、

成
道
会
正
當
諷
経
は
、
ひ
か
り
幼
稚

園
園
児
に
よ
る
唱
歌
に
始
ま
り
、
当

山
梅
花
講
員
に
よ
る
詠
讃
歌
の
中
、

出
班
焼
香
を
厳
修
。

　

九
日
（
木
）、
震
旦
二
祖
慧
可
大

師
断
臂
報
恩
の
一
夜
摂
心
。
翌
朝
四

時
覚
眠
、
暁
天
只
管
打
坐
。
続
い
て

二
祖
忌
献
粥
諷
経
、
二
祖
忌
正
當
諷

経
を
厳
修
。

成道会

小参

　
白
眉
殿
進
捗
状
況

　

写
真
の
通
り
工
事
が
進
ん
で
お

り
ま
す
。


