
平成30年5月吉日 和をもって (1) 

今
年
は
何
か
し
ら
急
か
さ
れ
て
冬
が
い
き
な

り
終
わ
り 、

春
も
駆
け
足
で 、

も
う
気
が
つ
い

た
ら
初
夏
の
眩
し
い
日
差
し
で
す 。

皆
様
方
に

は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か 。

お
伺
い
申

し
上
げ
ま
す 。

今
年
は一
二
月
か
ら
身
辺
慌
た
だ
し
く 、

尚
の

こ
と
三
月
に
去
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が 、

四
月
に
長
男
の
龍
員
が
福
知
山
の
威
光
寺
に
晋

山
い
た
し
ま
し
た 。

こ
の
お
寺
は
石
坪
家
が

代
々
住
職
を
勤
め
て
お
り
ま
し
て
私
が
成
相
寺

と
兼
務
し
て
お
り
ま
し
た
が
こ
の
度
長
男
に
代

を
譲
り
ま
し
た 。

私
も
生
ま
れ
育
っ
た
寺
で 、

長
男
も
威
光
寺
で
生
ま
れ
ま
し
た 。
――
十
五
才

で
初
め
て
住
職
と
呼
ば
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
無

事
勤
め
ら
れ
て 、

感
慨
も
ひ
と
し
お
で
す 。

四
月
十
五
日
に
晋
山
式
を
執
り
行
い
ま
し
た

の
で
す
が 、

当
の
本
人
も
緊
張
し
て
は
お
り
ま

し
た
が
挨
拶
で
「
…
…

と
い
う
わ
け
で 、

頑
張

り
ま
ー

す 。」

と
語
尾
を
伸
ば
し
て
挨
拶
を
締
め
く
く
り 、

爽

や
か
に
笑
っ
て
お
り
ま
し
た 。

家
内
も
私
も
思

わ
ず
顔
を
見
合
わ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た 。

大
き

な
拍
手
を
頂
き
ほ
っ
と
し
ま
し
た
が
後
で
友
人

に
聞
く
と
「
い
や 、

よ
か
っ
た
よ 。

変
に
か
し

こ
ま
っ
て
る
よ
り
大
き
な
人
格
が
見
え
た
よ 。

ゆ
と
り
世
代
の
代
表
だ
ね 。」

と 。

そ
う
で
す 。

長
男
は
ま
さ
に
ゆ
と
り
世
代
の

申
し
子
と
い
う
か
学
校
は
上
日
が
休
み
で
当
た

り
前
の
世
代
で
す 。
「
褒
め
て
育
て
よ」

と
言

わ
れ
続
け
て
き
た
世
代
で
す 。

正
義
感
が
強
い

が
人
と
の
争
い
は
好
ま
な
い 。

自
立
心
は
旺
盛

な
の
に
何
故
か
人
に
頼
り
た
が
る 。

携
帯
電
話

が
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い 。

そ
ん
な
子
供
達

が
い
つ
の
間
に
か
大
人
に
な
っ
た
ん
で
す
ね 。

し
か
し
な
が
ら
本
人
た
ち
は
い
い
迷
惑
で
あ
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ろ
う
な
と
思
い
ま
す 。

勝
手
に
ゆ
と
り
世
代
と

呼
ば
れ 、
一
括
り
に
さ
れ 、

あ
あ
や
っ
ぱ
り
と

言
わ
れ 。
い
つ
の
時
代
も
世
代
間
の
行
き
違
い

は
在
る
も
の
で
す
ね 。

晋
山
式
と一
緒

にご
本
尊
ご
開
帳
も
致
し
ま

し
た
の
で
す
が 、
ニ
ュ
ー

ス
の
お
陰
で
田
舎
の

山
寺
に
大
勢
の
方
が
お
越
し
下
さ
い
ま
し
た 。

高
槻
か
ら
お
越
し
の
御
夫
婦
と
お
話
し
し
て
お

り
ま
し
た
ら
「
う
ち
の
お
寺
も
若
い
住
職
さ
ん

に
代
わ
っ
て 、

そ
れ
が
本
堂
で
バ
ン
ド
の
ラ
イ

ブ
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て 、

檀
家
が
す
っ
か

り
遠
の
い
て
し
ま
い
ま
し
た」

と
苦
笑
い
し
て

帰
っ
て
行
か
れ
ま
し
た 。

最
近
は
テ
レ
ビ
で
も
お
寺
や
仏
教
に
つ
い
て

の
番
組
が
多
く 、

若
い
ゆ
と
り
世
代
の
住
職
さ

ん
達
が
出
演
し
て
お
ら
れ
て 、

よ
く
そ
ん
な
難

し
い
こ
と
ま
で
勉
強
し
て
る
な
と 、

感
心
し
て

い
ま
す
が 、
一
方
で
は
お
寺
で
バ
ン
ド
の
ラ
イ

ブ
や
カ
フ
ェ
バ
ー

を
開
い
て
ご
年
配
の
檀
家
様

が
顔
を
し
か
め
て
お
ら
れ
る
話
も
聞
い
て
は
お

り
ま
し
た 。

さ
あ 、

長
男
は
ど
ん
な
住
職
を
目
指
す
の
で

し
ょ
う
か 。

「
親
か
ら 、

大
事
に
し
な
さ
い 。

と
言
わ
れ

ま
し
た 。

で
す
か
ら
私
は 、

仏
様
を一
番
に
大

事
に
致
し
ま
す 。

そ
し
た
ら
仏
様
も
お
寺
や
檀

家
様
や
家
族
を
大
事
に
し
て
下
さ
る
よ
う
に
な

る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す 。

ま
あ 、

と
に
か
く

頑
張
り
ま
ー

す 。」

南
無
観
世
音
菩
薩

こ
れ
が
長
男
の
挨
拶
で
し
た 。

親
馬
鹿
で
す
が

今
は
こ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す 。

そ
の
う
ち 、

色
ん
な
問
題
に
対
面
し
て
悩
み
育
っ
て
い
く
の

だ
と
思
い
ま
す 。

『
家
庭
に
戒
め
と
し
て
二
語
あ
る 。

そ
れ
は

『
た
だ
思
い
や
り
が
深
く
さ
え
あ
れ
ば 、

家
族

の
心
は
お
だ
や
か
で
あ
り 、

た
だ
倹
約
さ
え
す

れ
ば
費
用
は
十
分
に
足
り
る』
と
い
う
二
語
で

あ
る』こ

れ
は
「
菜
根
諄」
の
一
節
で
す 。

私
も
老

僧
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
ま
し
た 。

長
男
に
こ
れ

を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す 。

ゆ
と
り
世
代
と
言
わ
れ
る
多
く
の
若
者
達
が

世
に
出
て
活
躍
す
る
時
代
が
来
て
い
る
の
で
す

ね 。

十
人
十
色
「
み
ん
な
追
っ
て
み
ん
な
良

い」
で
す
ね 。

あ
れ
を
思
い
出
し
て
下
さ
い 。

こ
れ
か
ら
色
ん
な
場
面
で
上
手
く
い
か
な
か
っ

た
り 、

悩
ん
だ
り
す
る
で
し
ょ
う 。

そ
れ
で
も

自
分
を
信
じ
て
精一
杯
頑
張
っ
て
下
さ
い 。

少
し
ば
か
り
身
軽
に
な
っ
た
私
は 、

さ
て
次

は
何
を
し
よ
う
か
と 、

考
え
中
で
す 。

今
年
も
暑
い
夏
に
な
り
そ
う
で
す 。

皆
様
方

お
体
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
下
さ
い
ま
せ 。
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