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新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
旧
年
中
は
多
く
の
温
か
い
ご
支
援
と
お
力
添
え
を
賜
り
、

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
は
新
年
早
々
、
能
登
地
方
を
襲
っ
た
震
災
に
よ
り
、

多
く
の
方
々
が
困
難
な
状
況
に
直
面
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
震

災
を
通
じ
て
、
自
然
の
力
の
大
き
さ
を
改
め
て
感
じ
る
と
と

も
に
、
人
と
人
と
の
支
え
合
い
の
大
切
さ
を
痛
感
し
た
一
年

で
も
あ
り
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
方
々
に
一
日
も
早
い
安
ら

ぎ
が
訪
れ
る
よ
う
祈
念
す
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
助
け
合
い
、
前
を
向
い
て
進
む
こ
と
の
大
切
さ
を
改
め

て
胸
に
刻
ん
で
お
り
ま
す
。

　
本
年
は
十
二
支
の
巳
年
に
あ
た
り
ま
す
。
巳
は
、
知
恵
と

再
生
の
象
徴
と
さ
れ
る
存
在
で
す
。
特
に
、
蛇
が
脱
皮
を
繰

り
返
す
姿
に
倣な

ら
い
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
新
た
な
自
分
へ
と

生
ま
れ
変
わ
る
年
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
年
が
、
震

災
を
経
験
し
た
地
域
が
知
恵
を
結
集
し
、
再
生
へ
の
大
き
な

一
歩
を
踏
み
出
す
年
と
な
る
よ
う
、
私
た
ち
も
全
力
で
お
支

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
巳
年
は
「
財
を
集
め
る
年
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
単
に
物
質
的
な
豊
か
さ
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
つ
な

が
り
や
支
え
合
い
の
絆
が
深
ま
り
、
精
神
的
な
豊
か
さ
が
広

が
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
本
年
が
皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
新
し
い
希
望
と
飛
躍
の
年
と

な
り
ま
す
よ
う
、
そ
し
て
被
災
地
の
復
興
が
さ
ら
に
進
む
年

と
な
り
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

知
行
院
住
職
　
坂
本
観
泰

ご
あ
い
さ
つ

（１）
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聞
き
手　
ご
住
職
は
若
い
頃
、
比
叡
山
で
修
行

を
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
延
暦
寺
で
は
、

大
晦
日
に
ど
ん
な
こ
と
を
行
う
の
で
す
か
？

住
職　
延
暦
寺
で
は
、
除
夜
の
鐘
を
つ
く
ま
で

の
間
、
修
正
会
か
ら
始
ま
っ
て
、
追つ

い
な儺
式
、
鬼お

に

追お
い

式
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
人
間
に
は
、
貪と

ん
じ
ん
ち

瞋
痴
と
い
う
三
つ
の
煩
悩
が

あ
り
ま
す
。
む
さ
ぼ
り
、怒
り
、無
知
の
こ
と
で
、

三
毒
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
追
儺
式
、
鬼
追

式
は
、
こ
の
三
毒
を
取
り
除
く
た
め
の
儀
式
で

す
。
特
に
、
鬼
追
式
は
、
た
く
さ
ん
の
お
参
り

の
方
に
囲
ま
れ
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
儀
式
と
な

り
ま
す
。

聞
き
手　
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
儀
式
な
ん
で

す
か
？

住
職　
追
儺
式
は
根
本
中
堂
の
中
で
行
う
法
要

で
す
が
、
鬼
追
式
は
根
本
中
堂
の
前
の
広
場
で
、

ま
る
で
演
劇
の
よ
う
な
儀
式
を
行
い
ま
す
。

第
十
四
回
　
比
叡
山
延
暦
寺
の
年
越
し
と
鬼
追
式

教
え
て
、
住
職
さ
ん
！

　
大
晦
日
の
寒
空
の
中
、
広
場
で
護
摩
を
焚
き

ま
す
。
そ
の
ま
わ
り
で
、錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う

杖
を
も
っ
た
僧
侶（
錫

杖
師
）
が
、
四
匹
の
鬼
と
戦
い
ま
す
。

　
初
め
に
黄
色
の
鬼
が
登
場
し
ま
す
。
む
さ
ぼ

り
の
心
を
あ
ら
わ
す
笑
い
鬼
で
す
。
錫
杖
師
と

笑
い
鬼
が
戦
い
ま
す
が
、
錫
杖
師
の
力
で
笑
い

鬼
は
降ご

う
ぶ
く伏

さ
れ
、
改
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
次
い
で
登
場
す
る
の
は
、
赤
い
姿
を
し
た
怒

り
鬼
で
す
。
こ
の
怒
り
鬼
も
は
や
り
降
伏
さ
れ

ま
す
。
さ
ら
に
緑
色
の
泣
き
鬼
も
登
場
し
ま
す

が
、
や
は
り
降
伏
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
今
度
は
、
灰
色
の
バ
バ
鬼
が
登
場
し
ま
す
。

錫
杖
師
は
、
先
に
改
心
さ
せ
た
笑
い
鬼・怒
り
鬼・

泣
き
鬼
を
繰
り
出
し
て
戦
わ
せ
ま
す
。

　
バ
バ
鬼
は
強
く
、
な
か
な
か
勝
負
が
付
き
ま

せ
ん
が
、
つ
い
に
は
三
匹
の
鬼
が
力
を
あ
わ
せ

て
、
押
さ
え
込
み
ま
す
。

　
鬼
追
式
は
終
わ
る
と
、
周
囲
に
い
る
参
拝
者

が
、
近
く
に
控
え
て
い
る
僧
侶
に
殺
到
し
ま
す
。

無
病
息
災
の
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
る
牛
王
の

印
を
押
し
て
も
ら
う
た
め
で
す
。
以
前
は
、
額

ひ
た
い

に
直
接
お
し
て
も
ら
っ
て
ま
し
た
が
、
最
近
は

用
意
し
た
絵
馬
に
押
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

聞
き
手　
な
か
な
か
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
儀
式
で

す
ね

住
職　
そ
う
で
す
ね
。
私
も
修
行
僧
時
代
、
鬼

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
四
回
目
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
年
越
し
と
鬼
追
式
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）

暴れる笑い鬼
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の
役
目
を
し
ま
し
た
。
泣
き
鬼
を
一
回
、
バ
バ

鬼
を
二
回
や
っ
て
い
ま
す
。
面
を
か
ぶ
っ
て
い

る
の
で
、
視
界
が
悪
く
護
摩
の
火
に
近
づ
い
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
火
に
突
っ
込
む

と
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
で
、
黒
子
が
い
て
、

危
な
い
時
は
抑
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

　
去
年
は
、
比
叡
山
で
修
行
を
し
て
い
る
長
男

も
笑
い
鬼
を
や
っ
て
い
ま
す
。
親
子
そ
ろ
っ
て
、

鬼
と
し
て
降
伏
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。

万
年
塀
を
一
部
改
修
　

　
墓
地
西
側
の
万ま

ん
ね
ん
べ
い

年
塀
の
一
部
を
取
り
壊
し
、

フ
ェ
ン
ス
に
改
修
致
し
ま
し
た
。
　

　
知
行
院
の
墓
地
は
西
側
と
北
側
、
東
側
の
一
部

が
万
年
塀
で
遮し

ゃ
へ
い蔽

さ
れ
て
い
ま
す
。
万
年
塀
と

は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
支
柱
に
平
板
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
挟
ん
で
つ
く
っ
た
塀
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。

　
昭
和
三
十
九
年
生
ま
れ
の
住
職
の
記
憶
の
範

囲
で
は
ず
っ
と
万
年
塀
で
し
た
の
で
、
五
十
年
以

上
前
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
近
年
、
地
震
災
害
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
聞
き
す
る

度
、
倒
壊
時
の
事
故
を
危
惧
し
て
、
幾
度
と
な
く

計
画
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
経
済
的
な
目
途

が
立
た
ず
、
断
念
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
近
年
墓
地
側
か
ら
の
土
砂
の
圧
力
で
道
路
側

に
膨
ら
ん
で
し
ま
い
、
近
隣
の
方
か
ら
も
危
険
だ

と
世
田
谷
区
に
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。
世
田
谷
区

か
ら
正
式
な
改
善
の
依
頼
を
受
け
、
今
回
危
険
と

さ
れ
た
部
分
だ
け
で
も
改
善
し
よ
う
と
工
事
に

踏
み
切
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
万
年
塀
十
枚
分
、
約
二
〇
メ
ー
ト
ル
を

フ
ェ
ン
ス
に
変
え
、
高
さ
も
一
八
〇
セ
ン
チ
か
ら

一
五
〇
セ
ン
チ
に
致
し
ま
し
た
。

　
道
路
に
面
し
た
、
西
側
は
ま
だ
六
〇
メ
ー
ト
ル

程
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
歩
行
者
の
安
全
確
保

の
為
で
き
る
だ
け
早
く
、
フ
ェ
ン
ス
化
を
進
め
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　

新しいフェンス／手前（左側）は古い万年塀

　錫杖師と三匹の鬼がババ鬼を降伏する
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「
え
こ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

　
　
　
協
力
の
お
願
い

　
│
│
お
供
物
を
フ
ー
ド
バ
ン
ク
に

　
前
号
（
二
十
九
号
）
で
、
地
域
の
フ
ー

ド
バ
ン
ク
を
支
援
す
る
「
え
こ
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
し

た
。
お
檀
家
の
皆
さ
ま
が
行
う
年
忌
法
要

な
ど
の
お
供
物
を
、
法
要
後
、
フ
ー
ド
バ

ン
ク
に
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
年
忌
法
要
で
お
持
ち
い
た
だ
く
お
供
物

は
、
仏
様
（
本
尊
様
）
へ
の
お
供
え
で
す
。

仏
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
、
そ
の
功
徳
を

亡
く
な
っ
た
家
族
に
届
け
、
安
ら
か
に

な
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
お
供
え
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
お
供
物
を
、
法
要
後
、
地
域
に
提

供
し
、
活
か
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
の
が

「
え
こ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
す
。

　
一
般
的
に
お
供
物
は
お
菓
子
を
お
持
ち

い
た
だ
く
方
が
多
い
で
す
が
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
く
場
合
は
、

フ
ー
ド
バ
ン
ク
で
利
用
し
や
す
い
食
品
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。
缶
詰
や
イ
ン
ス
タ

ン
ト
食
品
、
レ
ト
ル
ト
食
品
、
コ
ー
ヒ
ー・

お
茶
な
ど
の
嗜
好
品
、
乳
児
用
食
な
ど
が

利
用
し
や
す
い
よ
う
で
す
。

　
食
品
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
を
通
じ
て
、

子
ど
も
食
堂
や
ミ
ニ
デ
イ
（
高
齢
者
が
交

流
を
深
め
、
楽
し
く
過
ご
す
場
）、
あ
る

い
は
食
の
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
に
提

供
さ
れ
ま
す
。

　
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は
、
年
忌
法
要

の
お
申
し
込
み
の
時
に
、
ご
相
談
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
提
供
し
て
い
た
だ

く
食
品
等
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
前
号
で
協
力
を
お
願
い
し
て
か
ら
約
半

年
の
間
に
六
軒
の
お
檀
家
に
ご
協
力
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
皆
さ
ま
か
ら
の
お
供
物
を
、

地
域
に
活
か
す
活
動
に
、
ご
協
力
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
は
、
伝
教
大
師
最
澄
さ
ま
の
お
言

葉
で
す
。
法ほ
っ
く
き
ょ
う

句
経
と
い
う
お
経
や
論
語
に
も
同

様
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
伝
教
大
師
は
、
憎
い
相
手
を
許
す
こ
と
は
簡

単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
怨
み
が
あ
っ

て
も
相
手
を
思
い
や
る
慈
悲
の
心
を
も
つ
こ
と

が
大
事
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
こ
数
年
、
世
界
各
地
で
戦
争
、
紛
争
が
絶

え
ま
せ
ん
。
怒
り
に
対
し
て
怒
り
で
対
峙
す
る
、

「
や
ら
れ
た
ら
や
り
返
す
」
を
繰
り
返
し
、
一
向

に
終
息
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
怒
り
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
に
は
、
慈
悲

の
心
を
持
つ
こ
と
の
他
に
手
段
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
々
の
生
活
で
も
怒
り
に
任
せ
た
行
動
を
と

る
の
で
は
な
く
、
相
手
を
許
す
心
を
も
っ
て
、
身

近
な
平
和
を
目
指
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

「
怨う
ら

み
を
も
っ
て
怨う
ら

み
に
報む
く

ゆ
れ

ば
、
怨う
ら

み
は
止や

ま
ず
。

徳と
く

を
も
っ
て
怨う
ら

み
に
報む
く

ゆ
れ
ば
、

怨う
ら

み
は
す
な
わ
ち
尽つ

く
」

　
　
　

伝
述
一
心
戒
文　

僧
最
澄

名
僧
の
一
言


