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謹
賀
新
ギ

皆
様
お
そ
ろ
い
で
新
春
を
お
迎
え

の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
今

年
は

「酉

（
と
り
）
年

（
ど
し
）
」

時
代
の
変
化

と
共
に
墓
地
の

景

色

も

変

化

し
、
第
４
ブ
ロ

ッ
ク
で
は
洋
風

の
形
状
の
お
墓

も
増
え
い
既
成

概
念
に
と
ら
わ

れ
ず
、
故
人
を

表
わ
し
た
お
墓

は
見
て
い
る
だ
け
で
心
が
な
い
み
ま

す
。
墓
石
の
銘
も
様
々
で
す
。
銘
の

言
葉
を
通
し
て
、
故
人
と
今
を
生
き

る
人
と
会
話
が
で
き
る
様
な
感
じ
も

い
た
し
ま
す
。

今
年
は
西
年
で
、
家
相
風
水
に
お

け
る
西
方
位
＝
西
方
位
は
財
を
つ
か

さ
ど
る
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま

(1)第 4号

ぎ
業
でバ彙
譜
谷
十
錮
職
茂
口
隆
真

で
す
。
「西
」
は
卵
を
生
み
、
羽
の
下

に
入
れ
て
は
ぐ
く
み
育
て
ま
す
。
す

べ
て
の
事
は
す
ぐ
に
成
就
す
る
も
の

で
は
な
く
、
目
標
を
持
ち
、
心
で
念

じ
て
努
力
し
、
そ
の
思
い
を
育
ん
で

は
じ
め
て
実
現
す
る
も
の
で
す
。
今

年
は
酉
の
様
に
す
べ
て
の
事
を
は
ぐ

く
み
育
て
る
年
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

日
進
桜
楓
霊
苑
も
開
苑
以
来
１０
年

目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ

を
建
立
さ

れ
た
方
々
は
仏
教
徒
の
皆
様
で

す
。
日
い
ろ
は
、
あ
ま
り
仏
教

徒
と
い
う
認
識
は
な
い
方
も
い

ら

っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
家
族
の

「死
」
を
通
し
て
、

今
を
生
き
る
方
々
の
中
に
旅
立

っ
た
人
を
憶
え
、
そ
し
て
こ
れ

か
ら
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
間

い
を
自
分
に
投
げ
か
け
る
事
が

大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
も
、
時
代
の
変
化
と
共

の
霊
苑
に
む
縁

を
頂
い
た
方
々

に

と

っ
て

は

「心
の
ふ
る
さ

と
」
と
な
る
場

所
で
す
。
お
墓

に
今
を
生
き
る
皆
様
の

「
癒
し
の

場
」
と
し
て
、
「西
年
」
の
よ
う
に
皆

様
方
に
福
を
取
り
込
む
こ
と
が
で
き

ま
す
よ
う
念
じ
申
し
上
げ
ま
す
。
ど

う
ぞ
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

す
。
「天
上
界
に
住
む
と
言
わ
れ
て
い

る
黄
金
の
鶏
が
人
間
界
に
降
り
立

ち
、
財
を
も
た
ら
す
」
と
言
う
金
鶏

伝
説
を
家
相
学
的
に
解
釈
す
れ
ば
、

「朝
日
も
夕
陽
も
万
遍
な
く
、
黄
金

の
よ
う
に
照
り
輝
く
土
地
に
建
つ
家

は
、
健
康
的
な
財
が
泉
の
よ
う
に
湧

き
出
す
大
吉
相
の
住
ま
い
と
な
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
日
進
桜
楓
霊
苑
は
、
故
人
と

今
を
生
き
る
人
と
が
快
く
交
流
を
持

て
る
場
と
し
て
、
ま
た
大
吉
相
の
住

ま
い
の
こ
と
く
穏
や
か
に
過
む
せ
る

場
所
に
な
る
よ
う
に
整
備
運
営
し
て

ま
い
り
ま
す
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
む
協
力
の
程

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

明
け
よ
Ｌ
て

■
め
お
し

う
ご
ざ

い
ま
す

株
式
会
社
人
興
企
画

代
表
取
締
役

千
同
　
寛

心
も
新
た
に
新
春
を
迎
え
、
こ
清

栄
に
お
す
０
し
の
事
と
存
じ
ま
す
。

日
い
ろ
は
日
進
桜
楓
霊
苑
を
む
利
用

賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
０
ざ
い
ま

す
。
昨
年
は
、
第
４
ブ
ロ
ッ
ク
の
販

売
を
開
始
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
大
変

む
好
評
を
い
た
だ
き
、
重
ね
て
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

手造り。オリジナル仏壇専 門店
多ムえてヽヽきまにょう
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今
回
は
お
釈
迦
さ
ま
の
仏
教
史
の
流

れ
を
簡
単
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず

は
、
平
安
時
代
ま
で
を
紹
介
し
ま
す
。

仏
教
は
釈
迦
が
２
５
０
０
年
ほ
ど
前

に
イ
ン
ド
で
教
え
を
説
き
興
し
ま
し

た
。
釈
迦
の
死
後
１
２
０
年
ほ
ど
し

て
、

イ
ン
ド
を
初
め
て
統

一
し
た
ア
シ

ョ
ー
カ
王
が
入
信
し
て
以
来
、
仏
教
は

ア
ジ
ア
を
中
心
に
広
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
紀
元
前
後
に
生
ま
れ
た
大

乗
仏
教
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
な
ど
を
経
て

６７
年
に
中
国

（後
漢
）
に
伝
わ
り
、
３

８
４
年
朝
鮮
半
島
の
百
済

（く
だ
ら
）

を
経
て
、
百
済
の
聖
明
王
に
よ
り
５
３

８
年
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。

大
乗
仏
教
と
は
、
出
家
し
て
修
業
を

積
ん
だ
者
し
か
救
わ
れ
な
い
と
す
る
小

乗
仏
教
に
対
し
て
、
釈
迦
の
入
滅
後
４

０
０
年
～
５
０
０
年
後
に
民
衆
す
べ
て

が
救
わ
れ
る
と
し
た
大
乗
仏
教
が
誕
生

し
ま
し
た
。
大
乗
と
は
だ
れ
で
も
乗
れ

る
大
き
な
乗
り
物
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。聖

徳
太
子
に
よ
る

仏
教
の
普
及

仏
教
は
、
身
分
制
度
や
部
族
制
度
を

超
越
し
た
普
遍
的
な
教
義
が
そ
の
中
心

で
す
。
仏
教
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
氏
姓
制
度
に
立
脚
し
た
豪
族
連

合
政
権
で
あ
る
大
和
朝
廷
を
中
央
集
権

国
家
へ
と
変
革
す
る
目
的
が
あ
り
ま
し

た
。国

家
体
制
の
現
状
維
持
を
主
張
し
た

「排
仏
派
」
の
物
部
氏
（も
の
の
べ
し
）

に
対
し
、
蘇
我
氏

（そ
が
し
）
は
、
中

国
の
後
ろ
盾
が
あ
る
仏
教
の
導
入
を
訴

え
ま
し
た
。

蘇
我
氏
勝
利
の
後
、
５
９

３
年
に
聖
徳
太
子
が
推
古
天

皇
の
摂
政
に
な
る
と
６
０
７

年
に
小
野
妹
子

（お
の
の
い

も
こ
）
を
最
初
の
遣
唐
使
と

し
て
派
遣
し
、
積
極
的
に
中

国
の
仏
教
と
取
り
入
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
聖
徳
太
子
は
大

乗
仏
教
の
教
え
を
政
治
的
に

実
践
す
る
た
め
、
四
天
王

寺
、
法
隆
寺
な
ど
の
寺
院
を

建
設
し
、
仏
教
を
浸
透
さ
せ

ま
し
た
。

奈
良
仏
教

仏
教
は
、
聖
武
天
皇
の
時
代
に
最
高

潮
を
迎
え
、
東
大
寺
を
総
国
分
寺
と
し

て
国
む
と
に
富
立
の
国
分
寺
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
。
僧
侶
も
国
家
公
務
員
と
し

て
扱
わ
れ
る

一
方
、
仏
法
に
よ

っ
て
国

を
守
る
鎮
護
国
家
、
五
穀
豊
穣

（
む
こ

く
ほ
う
じ
ょ
う
）
な
ど
の
現
世
利
益
の

実
現
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
「南

都
六
宗

（な
ん
と
ろ
く
し
ゅ
う
ど

な
ど

と
呼
ば
れ
た
６
つ
の
宗
派
を
中
心
に
仏

教
の
教
義
研
究
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

鵞
奈
良
時
代
末
～
平
安
時
代

国
の
保
護
で
仏
教
は
反
映
し
ま
し
た

が
、
寺
院
へ
の
多
額
の
出
費
の
た
め
、

国
家
財
政
は
ひ
っ
迫
。
桓
武
天
皇
は
平

安
遷
都
で
仏
教
界
の
刷
新
を
目
指
し
ま

し
た
。

８
０
４
年
、
最
澄

（仏
教
大
師
）
と

空
海

（弘
法
大
師
）
は
遣
唐
使
と
し
て

唐
に
渡
り
、
仏
教
を
学
び
、
帰
国
。
日

本
人
と
し
て
始
め
て
最
澄
は
天
台
宗
を

比
叡
山
に
、
空
海
は
真
言
宗
を
高
野
山

で
開
祖
し
、
２
つ
の
宗
派
が
平
安
時
代

の
約
４
０
０
年
間
に
わ
た

っ
て
日
本
仏

電つ肖晰陛階陽ほ比ｋピ‐‐‐‐
一人となることができます。たい

法 隆寺

□
園
□
□
□
囲
圃

お
墓
の
承
継

お
墓
は
ど
の
よ
う
に
承
継

（し
ょ
う
け
い
）
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
結
婚

し
て
姓
が
変
わ

っ
て
い
る
娘
さ
ん
で
も
両
親
の
墓
地
を
承
継
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
か
。
子
ど
も
が
い
な
い
ご
夫
婦
の
墓
地
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

墓
地
や
仏
壇
、
仏
具
な
ど
祭
祀
供
養

物
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
亡
く
な

っ
た

方
が
生
前
に
祭
祀
を
主
宰
す
る
人
を
決

め
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
優
先
さ
れ
ま

す
。
承
継
人
の
指
定
は
、
後
日
の
争
い

を
避
け
る
た
め
に
文
書
に
し
て
お
く
べ

き
で
す
。
遺
言
書
で
指
定
す
る
こ
と
も

可
能
で
、
実
際
に
は
、
こ
の
方
法
が
取

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

民
法
の
定
め
る
相
続
人
は
妻
の
ほ

か
、
第

一
位
が
子
ど
も
、
第
二
位
が
両

親
、
第
二
位
が
兄
弟
姉
妹
で
す
。
承
継

人
は
相
続
人
以
外
の
人
で
も
か
ま
い
ま

せ
ん
。
お
墓
を
購
入
し
た
人
（名
義
人
）

が
指
定
し
な
い
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所

は
そ
の
地
方
の
慣
習
に
よ
り
承
継
人
を

決
め
ま
す
。

他
家
に
嫁
い
で
姓
が
変
わ

っ
た
女
性

で
も
、
名
義
人
か
ら
承
継
人
と
す
る
旨

の
指
定
が
あ
れ
ば
、
墓
地
を
承
継
で
き

ま
す
。
指
定
が
な
い
場
合
で
も

一
般
的

に
は
子
ど
も
が
墓
地
を
承
継
す
る
と
認

定
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
で
し
ょ
う
。

子
ど
も
が
い
な
い
場
合
の
墓
地
の
承

継
に
つ
い
て
も
、
承
継
人
の
指
定
を
行

っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
方
が
墓
地
の
承
継

ま
り
親
等
の
近
く
な
い
方
が
承
継
し
た

場
合
、
霊
園
に
対
す
る
管
理
料
の
支
払

い
を
滞
ら
せ
た
り
し
て
、
事
実
上
の
無

縁
墓
地
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

生
前
に
お
墓
を
承
継
し
て
く
れ
そ
う

な
人
に
墓
地
の
管
理
を
き
ち
ん
と
す
る

こ
と
を
条
件
に

一
定
の
財
産
を
贈
与
す

る
と
い
う
遺
言
や
負
担
付
の
贈
与
契
約

を
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
条
件
が
守
ら
れ
る
か
ど
う
か
は

保
証
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
公

正
証
書
に
し
た
り
、
自
筆
証
書
に
よ
る

契
約
や
遺
言
で
あ

っ
て
も
立
会
人
や
証

人
を
置
け
ば
、
相
当
実
効
性
の
あ
る
も

の
と
な
り
ま
す
。

茂
口
米
子
ご
逝
去

龍
谷
寺
３６
世
故

「大
環
正
鷹
得
道
芳

髄
大
和
尚
」
の
内
室
、
成
田
米
子
が
昨

年
１０
月
１３
日
１５
時
３８
分
、
心
不
全
に
て

逝
去
い
た
し
ま
し
た
。

大
正
２
年
、
東
京
で
生
ま
れ
、
青
山

女
学
院
卒
業
後
、
夫
成
田
芳
髄
と
共
に

上
海
に
渡
り
、
曹
洞
宗
上
海
別
院
長
徳

院
の
運
営
に
あ
た
り
、
終
戦
と
共
に
名

古
屋
の
龍
谷
寺
に
入
る
。
昭
和
２８
年
、

龍
谷
寺
本
堂
に
て
保
育
を
始
め
、
初
代

日
東
保
育
園
園
長
と
な
る
。
日
進
に
お

け
る
保
育
の
草
分
け
。

昭
和
３０
年
に
は
、
日
進
村
会
議
員
に

立
候
補
し
、
当
選
。
以
来
、
日
進
町
議

を
８
期
、
計
９
期
地
方
行
政
に
取
り
組

む
。平

成
元
年
に
く
も
膜
下
出
血
を
発
病

し
た
が
奇
跡
的
に
回
復
し
、
最
後
ま
で

保
育
園
の
子
ど
も
達
と
か
か
わ
り
、
笑

顔
を
た
や
さ
な
か

っ
た
。
平
成
１０
年
よ

り
社
会
福
祉
法
人
日
東
保
育
園
の
理
事

長
を
勤
め
る
。

平
成
４
年
に
勲
五
等
宝
冠
章
を
受

賞
。
生
き
物
を
愛
し
、
子
ど
も
を
愛
し
、

常
に
前
向
き
に
生
き
た
９２
年
間
で
あ

っ

た
。
長
年
に
わ
た
る
皆
様
方
の
む
厚
情

を
深
謝
し
、
こ
こ
に
謹
ん
で
む
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。



名
古
屋
市
東
部
、
日
進
市
の
中
心

に

「日
進
桜
楓
（
お
う
ふ
う
）
霊
苑
」

が
あ
り
ま
す
。
小
高
い
緑
の
丘
陵
に

建
つ
霊
苑
は
、
春
は
桜
、
秋
に
は
楓

が
舞
う
と
こ
ろ
か
ら

「日
進
桜
楓
霊

苑
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

お
寺
と
な
る
龍
谷
寺
は
、
開
創
５

０
０
年
を
迎
え
る
と
い
う
曹
洞
宗
の

名
刹
。
開
基
は
、
藤
原
則
武
と
伝
え

ら
れ
、
そ
の
後
三
州
篠
原
永
沢
寺
３

世
心
月
宗
光
大
和
尚
が
三
州
の
城
主

。
渡
辺
守
綱
の
助
力
を
得
て
、
伽
藍

を
整
備
し
、
当
機
の
住
職
、
成
田
隆

真
で
３８
世
と
な
り
ま
す
。

当
寺
の
３６
世
は
、
曹
洞
宗
管
長
と

横
浜
市
鶴
見
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山

総
持
寺
の
貫
首
を
務
め
ま
し
た
。

す
で
に
約
５
７
０
基
の
お
墓
が
建

立
さ
れ
、
南
面

一
列
タ
イ
プ
の
新
区

画

「第
４
ブ
ロ
ッ
ク
」
も
好
評
受
付

中
で
す
。
ぜ
ひ

一
度
、
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

生
前
に
お
墓
を
建
立
す
る
こ
と
を

「寿
陵
」
と
い
い
ま
す
。
寿
陵
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
良
い
点
が
あ
り
ま
す
。

当
霊
園
で
は
、
生
前
建
立
の
方
が

増
え
て
い
ま
す
。

一
縁
起
が
良
い

寿
陵
と
は
古
代
の
中
国
か
ら
伝
わ

っ
た
風
習
で
、
〃
寿
″
は
長
寿
、
長
命

を
意
味
す
る
め
で
た
い
言
葉
で
あ

り
、
〃陵

″
は
皇
帝
の
お
墓
を
意
味
し

ま
す
。
寿
陵
と
は
、
長
寿
を
願
う
縁

起
の
よ
い
お
墓
な
の
で
す
。

日
墓
地
不
足
に
対
す
る

不
安
解
消

核
家
族
化
や
土
地
の
高
騰
で
、
墓

地
不
足
は
深
刻
な
社
会
問
題
と
な

っ

て
い
ま
す
。
生
前
に
墓
地
を
確
保
す

る
こ
と
で
む
安
心
い
た
だ
け
ま
す
。

日
節
税
対
策

生
前
に
お
墓
を
購
入
し
た
場
合
、

お
墓
の
購
入
額
分
が
相
続
税
の
課
税

対
象
に
な
ら
な
い
た
め
、
相
続
税
が

節
税
で
き
ま
す
。
残
さ
れ
た
む
家
族

の
む
負
担
を
考
え
ら
れ
る
面
か
ら

も
、
生
前
の
む
建
立
を
お
す
す
め
し

ま
す
。

一
自
分
好
み
の
お
墓
を

建
立
で
き
る

石
の
種
類
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
む
自

分
に
合

っ
た
お
墓
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
に
こ
だ

わ

っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
墓
石
の
建
立
も

可
能
で
す
。 陵

に
つ
い
て

蒻口こ
お う  `、 う

薇楓壼え
塀場希
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こ
の
観
音
堂
は
、
「城
東
西
国
三
十

三
観
音
三
番
札
所
」
と
な

っ
て
お

り
、
「如
意
輪
観
世
音
菩
薩
」
が
お
祭

り
し
て
あ
り
ま
す
。
名
古
屋
城
を
中

心
に
し
て
、
東
の
地
域
に
あ
る
三
十

二
ヶ
寺
の
観
音
様
の
三
番
目
の
観
音

様
で
す
。

「城
東
西
国
三
十
三
観
音
」
は
、

北
は
瀬
戸
の
定
光
寺
か
ら
名
古
屋
市

内
及
び
旧
愛
知
郡
な
ど
に
わ
た

っ
て

い
ま
す
。
旅
行
と
い
う
と
今
で
は
、

お
い
し
い
も
の
を
食
べ
、
い
ろ
ん
な

体
験
を
す
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ

て
い
ま
す
が
、
音
の
お
参
り

は
、
日
常
生
活
を
離
れ
、
心

は
念
じ
る
こ
と
で
整
え
ら

れ
、
歩
い
て
巡
っ
た
こ
と
か

ら
運
動
に
も
な
り
、
ま
た
、

珍
し
い
景
色
と
食
べ
物
に
も

巡
り
あ
う
と
い
う
、
心
身
の

「い
や
し
」
に
な
る
も
の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
で

は
観
音
バ
ス
で
時
々
お
参
り
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
方
も
あ
り
ま
す
が
、
普
通

の
旅
行
と
は

一
味
違

っ
た
、
味
わ
い

の
あ
る
旅
行
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ

，つ
。

こ
の
お
堂
は
、
昭
和
六

一
年
十
二

月
に
龍
谷
寺
山
容
整
備
事
業
の

一
環

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
中
に
は

一
刀
彫
の
観
音
様
や
西
国
坂
東
秩
父

観
音
の
百
観
音
の
朱
印
、
藤
島
弘
法

様
が
お
祭
り
し
て
あ
り
ま
す
。

む
詠
歌
は
、
「み
ほ
と
け
の
め
ぐ
み

も
ふ
か
き
　
ふ
じ
し
ま
の
　
く
も
お

く
や
ま
に
　
む
す
ぶ
ゆ
か
り
は
」
で

す
。

＝
龍

谷

寺

年

間

予

定

■

【平
成
１６
年
】

‐２
月
３‐
日

（金
）
除
夜
の
鐘
　
打
鐘

２３
時
３０
分
か
ら
甘
酒
の
ふ
る
ま
い

有
り

【平
成
１７
年
】

１
月
１
日

（土
）
元
旦
祈
祷

１
月
１０
日

（月
）
大
般
若
祈
祷

「大
根
炊
き
」
の
ふ
る
ま
い
有
り

３
月
２０
日

（
日
）
春
の
彼
岸
供
養
会

（春
分
の
日
）

４
月
２
日

（土
）
芳
桜
茶
会

（
‐３
時
～
１５
時
）

７
月
２
日

（土
）
双
葉
会
講
演
会

（
‐３
時
３０
分
～
１５
時
）

日
東
保
育
園
「子
ど
も
を
鏡
と
し
て
」

講
師
　
三日
山
俊
董
尼

詳
し
く
は
日
進
公
報
に
て

８
月
１５
日

（月
）
盆
供
養
会

騨
聡

●
龍
谷
寺
本
堂
　
０
茶
室

「心
月
庵
」

０
観
音
堂

０
十
二
支
及
七
福
善
神
堂
　
一二
十
三
観
音
堂
一

０
八
角
堂
　
０
龍
谷
観
音

０
山
門

（鐘
つ
き
堂
）

０
水
子
観
音

０
福
衆
観
音
　
⑩
福
岡
家
の
御
堂

０
知
恵
の
文
殊
菩
薩
　
０
戦
没
者
の
お
墓

⑬
庫
裏
　
０
旧
玄
関
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

■
梅
花
流
詠
讃
歌
教
場

毎
月
１
日
、
龍
谷
寺
本
堂
新
客
殿
に
て
練
習

し
て
い
ま
す
。
仏
様
の
言
葉
の
美
し
さ
を
感
じ

な
が
ら
、
楽
し
く
お
供
え
を
し
て
い
ま
す
。

■
曰
東
書
道
会

毎
週
土
曜
日

（
１０
時
～
１２
時
、

１４
時
～
１７

時
）
、
龍
谷
寺
本
堂
新
客
殿
に
て
練
習
し
て
い
ま

す
。
毎
月
書
泉
に
て
昇
級
有
り
。
講
師
は
、
安
藤

霜
秋
先
生
。

■
芳
桜
会
茶
道
教
室

毎
週
土
曜
日
（
１３
時
～
１７
時
）
、
龍
谷
寺
茶
室

「心
月
庵
」
に
て
表
千
家
の
茶
道
を
学
ん
で
い

ま
す
。
講
師
は
、
恒
川
裕
子
先
生
で
楽
し
く
教

え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

※
各
教
室
と
も
詳
し
く
は
、
龍
谷
寺
８
０
５
６

１
７

●
２

・
０
０
１
２
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

０
日
東
保
育
園
創
立
５。
周
年
記
念
誌
ψ

「語
り
継
ぐ
５０
年
」
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

第

一
章

　

「創
立
当
時
の
思
い
出
」
と
し
て
初

代
理
事
長
成
田
芳
髄
、
米
子
夫
妻
の
足
跡
を

記
し
ま
し
た
。
第
二
章

「日
東
保
育
園
の
あ

ゆ
み
」
年
表
、
概
要

第
二
章

　

「心
の
ふ
る
さ
と
日
東
保
育
園
」
新

園
舎
紹
介
、
平
成
１５
年
、

１６
年
の
子
ど
も
た

ち
の
絵
、
劇
「シ
ッ
タ
ル
ダ
王
子
」
の
脚
本
、

保
育
園
の
行
事
と
新
園
児
の
思
い
出

第
四
章
　
思
い
出
の
ア
ル
バ
ム
、

５０
年
間
の
卒

園
児
の
集
合
写
真

第
五
章
　
協
賛
会
の
あ
ゆ
み

以
上
の
よ
う
な
内
容
で
す
。
む
入
用
の
方

は
、
日
竜
保
育
園
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
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