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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
四
回
目
の
新
年
を
皆
様
い
か
が
お

迎
え
で
し
ょ
う
か
。

平
成
二
十
六
年
四
月
に
住
職
を
引
き
継
い
で
、
十
年
目
を

魔
事
な
く
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
ひ
と
え
に
檀
信
徒
の
皆

様
の
ご
法
助
と
ご
理
解
の
賜
物
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
は
い
ま
だ
終
息
し
ま
せ
ん
が
、
社
会
生
活
は
、

コ
ロ
ナ
と
上
手
に
付
き
合
い
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
コ
ロ
ナ

前
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

知
行
院
も
三
年
前
、
除
夜
の
鐘
か
ら
始
ま
り
、
お
彼
岸・

お
施
餓
鬼
と
皆
様
の
法
要
へ
の
ご
参
加
を
制
限
し
、
密
に

な
ら
ず
に
お
参
り
が
で
き
る
よ
う
工
夫
を
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。
近
隣
ご
寺
院
方
と
相
談
し
な
が
ら
苦
肉
の
策
と
し

て
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
皆
様

方
も
慣
れ
て
こ
ら
れ
て
、
以
前
よ
り
ゆ
っ
く
り
お
参
り
を

い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
年
は
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
法
要
」
を
実
施
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
法
要
は
従
来
通
り
実

施
は
し
ま
す
が
、
時
間
帯
や
形
式
を
少
し
変
更
し
、
お
参

り
の
皆
様
も
ご
自
分
の
都
合
で
余
裕
を
も
っ
て
ご
参
詣
い

た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
日
、
海
外
へ
出
か
け
ま
し
た
が
、
空
港
の
手
続
き
で

は
、
い
わ
ゆ
る
「
非
接
触
」
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、
以
前

よ
り
格
段
に
ス
ム
ー
ズ
な
出
入
国
が
で
き
驚
き
ま
し
た
。

工
夫
次
第
で
コ
ロ
ナ
前
よ
り
良
く
な
っ
た
一
例
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

晋
山
十
年
目
、
よ
り
良
い
環
境
で
皆
様
の
心
の
拠
り
所

に
な
る
よ
う
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
続
け
て
い
こ
う
と
思

い
ま
す
。

今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

知
行
院
住
職
　
坂
本
観
泰

ご
あ
い
さ
つ

（１）
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聞
き
手　
最
近
、
永
代
供
養
に
つ
い
て
の
相
談
が

多
い
と
聞
き
ま
し
た
が
・
・
・

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
昨
日
も
こ
う
い
う
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
お
檀
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
す
が
、
ご
主
人
を

八
年
前
に
亡
く
し
て
、
知
行
院
の
お
墓
に
入
っ
て

い
る
の
で
す
が
、「
私
が
死
ん
だ
時
、
私
の
遺
骨

は
こ
こ
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
子
ど
も
が
い
な
い
の
で
、
自
分
が
死
ん
だ
後
、

誰
が
お
葬
式
を
し
て
く
れ
る
の
か
、
誰
が
遺
骨
を

お
寺
ま
で
持
っ
て
き
て
く
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
相
談
を
ひ
と
通
り
聞
い
て
か
ら
尋
ね
た
の
が
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
親
類
は
い
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
お
子
さ
ま
が
い
な
い
と
は
言
っ
て
い
ま

し
た
が
、
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、
甥
と
姪
が
ひ
と

り
ず
つ
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
甥
が
九
州
、
姪
が
栃
木
と
、
遠
方
に

住
ん
で
い
て
、
関
係
性
も
疎
遠
な
の
で
頼
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
の
こ
と
な
の
で
す
。

聞
き
手　
そ
う
な
る
と
、
葬
儀
を
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
す
か
。

第
十
回
　
現
代
の
家
族
と
永
代
供
養
墓

教
え
て
、
住
職
さ
ん
！

住
職
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
、
疎
遠
で
頼
り
に
く

い
の
は
わ
か
る
け
ど
、
一
度
、
亡
く
な
っ
た
時
の

こ
と
を
相
談
し
た
ら
ど
う
か
と
伝
え
ま
し
た
。

　
こ
ち
ら
で
頼
り
に
く
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
向

こ
う
は
、
頼
っ
て
も
ら
っ
て
も
構
わ
な
い
と
思
っ

て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
、
亡
く
な
っ
た
ら
遺
産
は
、
そ
の
二
人

の
と
こ
ろ
に
行
く
の
で
す
し
、
死
亡
届
も
二
人
の

ど
ち
ら
か
が
届
け
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
全
く

関
わ
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

　
話
し
に
く
か
っ
た
ら
、
何
か
の
機
会
に
お
寺
に

連
れ
て
き
て
も
ら
え
れ
ば
、
住
職
か
ら
ひ
と
言
、

付
け
加
え
て
も
か
ま
わ
な
い
と
も
伝
え
ま
し
た
。

　
甥
か
姪
に
、
葬
儀
の
喪
主
に
な
っ
て
も
ら
い
、

葬
儀
社
の
手
配
、
お
寺
へ
の
連
絡
、
納
骨
の
手
続

き
な
ど
を
や
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
安
心
で
す
。

　
そ
れ
が
難
し
け
れ
ば
、
誰
か
身
近
な
人
で
、
葬

儀
の
段
取
り
を
し
て
く
れ
る
人
を
ひ
と
り
お
願
い

し
て
お
く
と
い
い
で
す
ね
。
甥
や
姪
が
来
る
の
が

難
し
く
て
も
、
法
的
な
手
続
き
の
み
親
族
に
や
っ

て
も
ら
い
、
葬
儀
社
の
手
配
や
お
寺
へ
の
連
絡
は

そ
の
人
に
や
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　
そ
れ
か
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
ご
主
人
と
一

緒
の
お
墓
に
入
り
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
一

般
的
に
は
お
墓
を
管
理
す
る
人
が
い
な
く
な
る

と
、
無
縁
墓
に
な
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
撤
去
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
が
、知
行
院
の
場
合
、亡
く
な
っ

て
か
ら
そ
の
お
墓
に
納
骨
し
、
一
周
忌
、
三
回

忌
、七
回
忌
、十
三
回
忌
と
お
寺
が
責
任
を
も
っ

て
法
要
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で

す
。
十
三
回
忌
を
終
え
た
後
、
遺
骨
は
永
代
供

養
墓
に
移
し
、
供
養
は
お
寺
が
ず
っ
と
続
け
る

よ
う
に
し
ま
す
。

聞
き
手　
供
養
は
続
け
て
も
ら
え
る
の
で
す

ね
。

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
、
子
ど
も
が
い

る
け
ど
、
娘
さ
ん
だ
け
し
か
い
な
い
の
で
、
早

め
に
墓
じ
ま
い
し
て
、
自
分
た
ち
は
永
代
供
養

墓
に
入
り
た
い
と
い
う
相
談
も
し
ば
し
ば
受
け

ま
す
。
娘
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
か
ら
、

と
い
う
気
持
ち
で
す
。

　
そ
う
し
た
場
合
も
や
は
り
、
お
墓
は
、
ご
夫

婦
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
残
し
た
方

が
、
娘
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
安
心
だ
と
思
う
の

で
、
十
三
回
忌
く
ら
い
ま
で
は
お
墓
を
残
し
ま

せ
ん
か
、
と
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

　
嫁
ぎ
先
の
こ
と
も
あ
る
の
で
、
永
遠
に
お
墓
を

守
っ
て
も
ら
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
十
三

回
忌
ま
で
こ
れ
ま
で
の
お
墓
に
お
参
り
し
て
も

ら
い
、
気
持
ち
の
整
理
が
つ
い
て
か
ら
、
永
代
供

養
墓
に
移
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

お
寺
の
こ
と
、
仏
教
の
こ
と
で
、
知
っ
て
い
る
よ
う
で
よ
く
解
ら
な
い
こ
と
を
、
ご
住
職
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
十
回
目
は
、
永
代
供
養
墓
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
聞
き
手
　
編
集
担
当
　
薄
井
秀
夫
）

（２）
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聞
き
手　
今
後
は
そ
う
し
た
方
が
ま
す
ま
す
増
え

そ
う
で
す
ね
。

住
職
　
ず
っ
と
お
墓
を
ま
も
っ
て
き
た
人
が
、
最

後
に
そ
の
お
墓
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

は
、
な
ん
だ
か
気
の
毒
で
す
。

　
現
代
で
は
、
少
子
化
な
ど
で
、
以
前
と
は
家
族

の
あ
り
方
が
か
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
、

お
墓
や
お
葬
式
も
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
か
た
で
は

ど
う
に
も
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　
ま
た
マ
ス
コ
ミ
の
一
方
的
な
報
道
な
ど
で
不
安

を
あ
お
ら
れ
て
、
拙
速
な
判
断
を
し
て
し
ま
う
方

も
い
ま
す
。
例
え
ば
墓
じ
ま
い
に
し
て
も
、
ケ
ー

ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
も
っ
と
い
い
解
決
方
法
が
あ

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
お
墓
に
し
て
も
、
お
葬
式
に
し
て
も
、
日
本
人

が
長
い
年
月
を
か
け
て
、
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
弔

い
の
文
化
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
人
が
安
心

し
て
弔
い
を
し
、
弔
い
を
し
て
も
ら
え
る
知
恵
が

つ
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
知
恵
を
活
か
し
つ
つ
、
現
代
の
社
会
状
況

に
あ
わ
せ
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　
心
配
な
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
お
気
軽
に
、
お

寺
に
相
談
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
お

話
し
を
聞
き
な
が
ら
、
一
緒
に
い
い
方
法
を
、
考

え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

【
個
人
情
報
に
配
慮
し
て
、
親
族
関
係
を
少
し
変

え
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。】

防
災
井
戸
を
整
備
し
ま
し
た

　
秋
彼
岸
の
前
に
、
約
十
日
間
か
け
て
丸
井
戸
を
掘

り
ま
し
た
。

　
災
害
時
に
、
地
域
の
皆
様
に
飲
料
水
や
生
活
用
水

を
提
供
で
き
る
よ
う
、
手
押
し
ポ
ン
プ
を
取
り
付
け

る
た
め
、
全
行
程
手
作
業
に
よ
る
掘
削
と
な
り
ま
し

た
。

　
ご
記
憶
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
以
前
は
墓

地
の
入
口
の
水
屋
に
手
押
し
の
ポ
ン
プ
が
あ
り
、
水

源
は
井
戸
で
し
た
。

　
会
館
の
建
設
を
機
に
手
押
し
の
井
戸
か
ら
水
道
に

変
更
さ
れ
、
水
道
は
墓
地
の
中
の
二
か
所
に
な
り
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
生
活
用
水
用
の
井
戸
か
ら
送
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
水
量
が
減
っ
て
墓
地
に
届
か
な
く

な
り
、
先
代
住
職
が
機
械
堀
で
別
途
井
戸
を
掘
り
ま

し
た
が
、
そ
の
井
戸
も
数
年
前
か
ら
枯
渇
し
、
墓
地

へ
の
供
給
を
止
め
て
お
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
掘
削
で
水
量
は
倍
増
し
、
ポ
ン
プ
も
三
倍

の
容
量
を
確
保
し
ま
し
た
の
で
、
墓
地
の
中
へ
も
十

分
に
届
き
ま
す
し
、
手
押
し
ポ
ン
プ
を
つ
け
た
こ
と

で
、
災
害
時
に
電
源
が
な
く
て
も
、
水
を
く
み
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

墓
地
の
水
屋
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
し
ま
し
た

線
香
着
火
器
、
多
機
能
ト
イ
レ
も
整
備

　
会
館
裏
側
に
あ
る
墓
地
水
屋
で
す
が
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
す
る
と
と
も
に
、
線
香
の
火
を
付
け
る
場
所

を
新
た
に
つ
く
り
ま
し
た
。

　
墓
地
用
の
線
香
に
火
を
付
け
過
ぎ
て
怖
い
思
い
を

さ
れ
た
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

ま
で
は
客
殿
玄
関
に
着
火
器
を
お
い
て
い
ま
し
た

が
、
墓
地
ま
で
歩
く
間
に
、
線
香
の
火
が
燃
え
進
ん

で
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
墓
地
に
近
い
場
所
で
お
線
香
に
火
を
つ

け
て
頂
こ
う
と
、
会
館
の
裏
側
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
、
線
香
の
火
を
付
け
る
場
所
を
確
保
し
ま
し
た
。

　
同
時
に
車
イ
ス
で
も
利
用
で
き
る
ト
イ
レ
と
、
休

憩
が
で
き
る
ベ
ン
チ
を
設
置
、
水
屋
の
高
さ
に
も
工

夫
を
加
え
、
腰
を
過
度
に
屈
め
な
く
て
も
水
が
汲
め

る
よ
う
に
し
全
体
的
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
試
み
ま

し
た
。

　
工
事
は
十
二
月
初
旬
に
は
完
成
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
年
末
年
始
の
お
参
り
に
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。

　
水
屋
の
屋
根
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、
大
き
な

八
重
桜
を
伐
採
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
老
木
で

傷
み
も
激
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
安
全
を
考
え
て

伐
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
す
。
伐
っ
た
桜
は
、
虫
食

い
の
な
か
っ
た
部
分
を
し
ば
ら
く
乾
か
し
て
仏
像
に

す
る
予
定
で
す
。

　
ま
た
線
香
の
着
火
に
つ
い
て
で
す
が
、
お
線
香
屋

さ
ん
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す

　
お
線
香
は
外
の
一
列
だ
け
に
火
を
付
け
れ
ば
全
体

に
火
が
回
る
よ
う
に
束
ね
て
い
る
そ
う
で
す
　
帯
を

外
し
て
ば
ら
し
た
り
、
満
遍
な
く
火
を
付
け
て
し
ま

う
と
空
気
が
入
り
過
ぎ
て
松
明
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
と
の
事
で
す
。
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知
行
院
本
堂
に
か
か
げ
た

　
　
　
　
勅
額
「
傳
教
」
の
由
来

◇
昭
和
天
皇
か
ら
下
賜
さ
れ
た
勅
額

　
知
行
院
の
本
堂
正
面
に
、
十
月
か
ら
「
傳
教
」
と

書
か
れ
た
額
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
比
叡

山
延
暦
寺
の
根
本
中
堂
に
飾
ら
れ
て
い
た
も
の
を
複

製
し
た
額
で
あ
り
ま
す
。

　
根
本
中
堂
の
額
は
、
昭
和
十
二
年
、
比
叡
山
延
暦

寺
開
創
一
千
百
五
十
年
に
あ
た
り
、
昭
和
天
皇
か
ら

比
叡
山
延
暦
寺
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
天
皇

の
御
宸
筆
に
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◇
「
教
え
を
益
々
広
め
よ
う
」
と
い
う
御
思
召

　
勅
額
「
傳
教
」
を
賜
っ
た
時
の
記
録
に
よ
る
と
、

当
時
天
台
座
主
だ
っ
た
梅
谷
孝
永
猊
下
が
、
上
野
寛

永
寺
か
ら
宮
中
に
参
内
し
、
宮
内
大
臣
か
ら
勅
額

を
拝
受
、
上
野

公
園
内
で
は
僧

俗
二
千
五
百
人

あ
ま
り
の
人
に

よ
っ
て
練
り
行

列
が
行
わ
れ
、
そ

の
慶
事
を
お
祝

い
し
た
と
言
い

ま
す
。
勅
額
は

鉄
道
で
大
津
駅

に
向
か
い
、
ケ
ー

ブ
ル
で
比
叡
山

頂
に
運
ば
れ
、
根
本
中
堂
の
薬
師
如
来
御
宝
前

に
奉
安
さ
れ
、
記
念
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
梅
谷
猊
下
は
当
時
、
こ
の
勅
額
「
傳
教
」
に

つ
い
て
、「
天
台
の
教
え
を
益
々
広
め
よ
う
と
い

う
、
深
甚
な
る
御
思
召
を
蒙
っ
た
も
の
と
拝
察

す
る
次
第
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
「
正
し
い
教
え
を
弘
め
る
」
と
い
う
天
台
宗

の
使
命
を
意
味
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇
東
京
教
区
に
よ
る
修
復
奉
納

　
こ
の
勅
額
で
す
が
、
下
賜
さ
れ
て
か
ら
八
十

年
以
上
の
年
月
が
過
ぎ
た
こ
と
も
あ
り
、
だ
い

ぶ
傷
み
が
進
み
、
修
復
が
必
要
な
状
態
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　
坂
本
住
職
が
副
所
長
を
務
め
て
い
る
東
京

教
区
で
は
、
令
和
二
年
六
月
に
根
本
中
堂
で
、

一
千
二
百
年
大
遠
忌
を
厳
終
予
定
で
し
た
が
、

緊
急
事
態
宣
言
発
令
に
伴
い
延
期
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
二
年
を
経
て
各
地
で
様
々
な
行
事
が
再
開
さ

れ
る
中
、
東
京
教
区
で
も
本
山
で
の
法
要
を
再

度
執
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
大
遠

忌
法
要
に
あ
わ
せ
て
勅
額
を
修
復
奉
納
す
る
話

が
も
ち
あ
が
り
、
東
京
教
区
内
寺
院
一
同
が
願

主
と
な
っ
て
謹
ん
で
承
る
こ
と
に
な
っ
た
次
第

で
す
。
法
要
は
昨
年
六
月
七
日
に
行
わ
れ
、
無

事
奉
納
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
現
在
進
行
中
の
根
本
中
堂
の
大
改
修
工
事
が
完

了
し
た
後
に
は
、
再
び
堂
内
の
中
陣
中
央
正
面
に

大
き
く
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◇
修
復
を
記
念
し
て
複
製
を
授
与

　
さ
ら
に
修
復
奉
納
の
記
念
に
、
勅
額
の
複
製

が
東
京
教
区
全
寺
院
に
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
知
行
院
で
は
こ
の
勅
額
を
本
堂
に
飾
ら
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
本
堂
に
参
拝
さ
れ

る
時
に
は
、
昭
和
天
皇
と
天
台
宗
の
縁
に
思
い

を
寄
せ
な
が
ら
、
お
参
り
を
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

知行院本堂に飾られた勅額「傳教」

根本中堂での東京教区特別法要と勅額「傳教」
（式衆前列の左端が住職）


