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新
春
の
ご
挨
拶 

昨
年
は
宗
教
法
人
太
陽
の
会
に
格
別
な
ご

厚
情
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

新
し
い
年
を
迎
え
世
間
が
祝
賀
気
分
と
な
っ

て
い
る
時
な
ど
は
、
昨
年
中
に
辛
い
今
生
で
の

お
別
れ
を
さ
れ
た
ご
遺
族
は
な
か
な
か
そ
の
よ

う
な
気
分
と
は
い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
生
は
、
「
愛
別
離
苦
」
愛
す
る
も
の
と
い
ず

れ
は
別
れ
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
苦

し
み
が
あ
り
ま
す
。
今
生
で
の
別
れ
は
、
辛
い

も
の
で
す
。
気
持
ち
を
安
ら
か
に
過
ご
し
て
い

た
だ
く
為
に
も
是
非
、
太
陽
の
会
に
お
参
り
い

た
だ
き
ま
し
て
、
本
年
も
良
き
ご
縁
が
続
き
ま

す
よ
う
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
光
明
の
中
共
に
歩
ま
せ
て
い
た
だ
き
た

く
思
い
ま
す
。
本
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。 

も
ち
つ
き
大
会 

 

昨
年
の
12
月
２
日(

土)

に
福
山
引
野
町
の

太
陽
の
会
で
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
「
も
ち
つ
き

大
会
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
天
候
に
も

恵
ま
れ
て
多
く
の
お
客

様
に
ご
来
場
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 
「
も
ち
つ
き
大
会
」

当
日
用
意
さ
れ
た
の
は
、

つ
き
立
て
の
も
ち
や
ぜ

ん
ざ
い
、
き
な
こ
餅
に

豚
汁
等
で
お
集
ま
り
い

た
だ
い
た
お
客
様
に
大

変
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

年
末
年
始
に
は
、
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
店
頭
に

お
正
月
用
の
お
餅
が
並
び
簡
単
に
買
え
ま
す
が
、

か
ま
ど
に
薪
を
く
べ
、
も
ち
米
を
蒸
し
て
そ
れ

を
集
ま
っ
た
方
々
と
一
緒
に
餅
を
つ
く
の
は
現

代
で
は
、
大
変
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
す
。 

祝
い
事
に
餅
を
つ
く
歴
史
は
古
く
か
ら
続
く

行
事
で
す
。
『
源
氏
物
語
』
に
も
鏡
餅
が
書
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
平
安
時
代
に
は
少
な
く
と

も
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
今
で
も
地
域
に
よ
っ

て
は
家
の
建
て
替
え
、
結
納
、
結
婚
式
や
子
供

の
１
歳
の
誕
生
日
に
一
升
餅
を
用
意
し
て
願
を

か
け
背
を
わ
せ
た
り
し
ま
す
。
餅
は
縁
起
物
と

し
て
多
く
の
方
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
六
十
四
号

会
報 

 

太
陽
の
会
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極
楽
浄
土 

浄
土
門
の
教
え
が
広
が
り
地
獄
は
、
閑
散
と

し
て
い
る
と
い
う
笑
い
話
が
あ
る
よ
う
に
極
楽

浄
土
は
、
た
く
さ
ん
の
人
で
あ
ふ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
、
浄
土
門
の
教

え
は
鎌
倉
時
代
に
広
が
り
ま
し
た
。
自
ら
修
行

し
悟
り
を
開
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
聖
道
門
に

対
し
、
浄
土
門
と
は
こ
の
世
で
悟
り
を
開
く
こ

と
は
大
変
難
し
い
の
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力

に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
、
そ
の
極
楽
浄
土
で

仏
に
な
る
為
の
悟
り
を
開
く
実
践
を
い
い
ま
す
。 

一
般
的
に
極
楽
浄
土
と
は
、
休
日
に
ゆ
っ
た
り

と
し
た
時
間
を
過
ご
し
、
温
泉
に
入
っ
た
と
き

思
わ
ず
出
て
し
ま
う
よ
う
な
「
極
楽
、
極
楽
。
」

と
は
、
少
し
違
い
ま
す
。
「
極
、
楽
に
仏
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
場
所
」
を
言
い
ま
す
。
今
生

で
修
行
を
積
ん
で
仏
に
な
れ
る
可
能
性
は
、
と

て
も
低
い
の
で
今
生
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
力
を

借
り
て
、
ま
ず
は
極
楽
浄
土
を
目
指
そ
う
と
い

う
教
え
が
浄
土
門
な
の
で
す
。 

極
楽
浄
土
に
行
っ
て
ま
で
修
行
し
な
い
と
い

け
な
い
の
。
そ
れ
じ
ゃ
ま
た
来
世
で
頑
張
れ
ば

良
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間

と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
を
仏

教
で
は
、
「
盲も

う

亀き

浮
木

ふ

ぼ

く

」
と
い
う
喩
え
で
い
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
大
海
の
底
に
住
む
盲
目
の
亀

が
、
百
年
に
一
度
海
面
に
浮
き
あ
が
っ
た
時
、

た
ま
た
ま
そ
こ
に
漂
う

浮
き
木
に
開
い
て
い
る

穴
に
頭
が
す
っ
ぽ
り
入

る
確
率
、
そ
の
く
ら
い

稀
な
事
だ
と
い
う
人
間

に
生
ま
れ
て
仏
教
に
あ

え
る
可
能
性
の
喩
え
で

す
。 

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に

は
、
極
楽
浄
土
の
様
子

が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

樹
木
や
華
池
、
建
物
も
金
色
に
輝
き
衣
食
住
に

は
困
ら
ず
、
暑
か
ら
ず
寒
か
ら
ず
気
候
は
常
に

良
く
住
み
心
地
の
良
い
場
所
で
、
聞
こ
え
て
く

る
音
声
は
、
常
に
妙
法
を
説
く
が
ご
と
く
こ
の

世
界
に
は
一
切
の
苦
が
な
く
、
た
だ
楽
の
み
が

あ
る
。 

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
尊
き
仏
教
の
教
え

に
励
み
臨
終
の
夕
べ
に
は
、
極
楽
浄
土
に
往
生

で
き
る
こ
と
を
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。 

仏
教
由
来
の
言
葉 

演
説  

 

選
挙
と
い
え
ば
演
説
で
す
。
全
国
各
地
で
連

日
、
数
多
く
の
選
挙
演
説
が
行
わ
れ
ま
す
。 

 
 
 
 
 

仏
教
で
は
、
教
え
を
演
べ
て
説
く
こ
と
を
演
説

と
い
い
ま
す
。
演
説
は
仏
教
の
諸
典
に
登
場
し

ま
す
。 

例
え
ば
「
世
尊
、
我
等
を
哀
愍
し
て
演
説
し

給
へ
」(

『
華
厳
経
』)

、
「
仏
、
一
音
を
以
て

法
を
演
説
し
た
も
う
に
」(

『
維
摩
経
』)

、
「
世

尊
、
法
を
演
説
し
」(

『
法
華
経
』)

、
「
一
切

の
経
典
を
宣
暢
し
演
説
す
」(

『
無
量
寿
経
』)

と
い
う
具
合
で
す
。 

い
ず
れ
も
、
お
釈
迦
様
が
真
理
や
道
理
を
、

人
々
に
説
き
あ
か
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
か

ら
、
多
く
の
人
々
の
前
で
、
自
分
の
主
義
主
張

や
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た

よ
う
で
、
街
頭
演
説
、
応
援
演
説
な
ど
、
す
べ

て
こ
の
意
味
で
す
。 

ま
た
、
講
義
し
演
説
す
る
こ
と
を
、
講
演
と

も
い
い
、
こ
れ
も
ま
た
日
常
で
よ
く
使
わ
れ
る

言
葉
で
す
。 

演
説
の
意
味
を
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
き
真
実

を
説
き
あ
か
し
ま
し
ょ
う
。 
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教
え
て
お
坊
さ
ん 

▽
お
墓
に
つ
い
て 

「
お
墓
の
下
に
、
亡
く
な
っ
た
方
は
い
な
い

ん
で
す
か
」
こ
の
よ
う
な
質
問
が
あ
り
ま
す
。

亡
く
な
ら
れ
た
人
が
こ
の
世
に
最
後
に
残
し
た

物
が
遺
骨
で
す
。
そ
れ
も
私
た
ち
の
よ
う
に
、

遺
体
を
火
葬
や
土
葬
に
す
る
習
慣
が
あ
る
場
合

の
こ
と
で
、
場
合
に
よ
っ

て
は
遺
骨
が
残
ら
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。
お
釈

迦
さ
ま
の
故
事
に
よ
る

と
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く

な
ら
れ
た
後
は
、
火
葬
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド

の
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
は
、
今

も
そ
の
遺
跡
が
荼
毘
塚
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
遺
骨
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を
慕
う
人
び
と
の

願
い
に
応
じ
て
、
八
つ
の
地
方
に
分
骨
さ
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
が

そ
の
仏
舎
利
を
中
心
に
仏
塔
を
建
て
た
の
が
お

墓
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

親
鸞
聖
人
も
九
十
年
の
生
涯
を
終
え
ら
れ
る

に
あ
た
り
、
お
墓
な
ど
を
建
て
て
ほ
し
い
と
は

思
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
残
さ

れ
た
者
の
気
持
ち
か
ら
そ
の
遺
骨
は
大
谷
の
廟

堂
に
安
置
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
生
前
を
偲
ん

で
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
お
墓
と
は
、
そ
の
人
を
偲
ぶ
手

だ
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
に
故
人
が
眠
っ
て

い
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
、
仏
教
的
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

浄
土
真
宗
で
は
、
「
往
生
め
で
た
し
」
と
い

う
の
が
親
鸞
聖
人
の
お
気
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と

が
残
さ
れ
た
お
手
紙
か
ら
伺
え
ま
す
。
ま
た
ご

自
身
も
、
「
浄
土
に
て
か
な
ら
ず
待
ち
ま
い
ら

せ
候
う
べ
し
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
す
。

墓
標
に
「
倶
会
一
処
」
と
も
に
一
つ
の
処
で
会

う
と
刻
ま
れ
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
お
墓
で
は
静
か
に
手
を
合
わ
せ
「
今
生
で

の
命
を
全
う
し
て
、
い
つ
か
お
浄
土
で
ま
た
お

会
い
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
気
持
ち
で
お
参
り

し
て
頂
け
た
ら
幸
い
で
す
。 

合
掌 

七
草
粥 

七
草
粥
は
、
人 じ

ん

日 じ
つ

の
節
句
で
あ
る
１
月
７
日

に
７
種
の
野
草
が
入
っ
た
粥
を
食
べ
る
風
習
を

言
い
ま
す
。
古
く
か
ら
日
本
で
は
、
若
菜
摘
み

と
い
っ
て
、
年
の
初
め
に
雪
の
間
か
ら
芽
を
出

し
た
草
を
摘
む
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
が
七
草
の

原
点
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
国
に
は
人

日
に
７
種
類
の
野
菜
を
入
れ
た
と
ろ
み
の
あ
る

汁
物
を
食
べ
て
無
病
を
祈
る
習
慣

が
あ
り
ま
し
た
。 

現
在
で
は
、
春
の
七
草
と
し
て

「
せ
り
、
な
ず
な
、
ご
ぎ
ょ
う
、

は
こ
べ
ら
、
ほ
と
け
の
ざ
、
す
ず
な
、
す
ず
し

ろ
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
三
〇
〇

年
代
後
半
に
書
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈

書
が
初
見
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は

武
士
や
庶
民
に
定
着
し
、
幕
府
で
は
将
軍
を
は

じ
め
全
て
の
武
士
が
七
草
粥
を
食
べ
る
儀
礼
を

行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
今
で
は
、
お
正
月

の
食
べ
過
ぎ
た
胃
を
休
ま
せ
る
目
的
も
１
つ
の

意
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。 
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こ
れ
で
安
心
！
終
活
を
今
日
か
ら
始
め
る
方
法 

 
 

皆
さ
ま
こ
ん
に
ち
は
。
特
定
非
営
利
活
動
法

人
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
普
及
協
会
理
事
長
の
赤

川
な
お
み
で
す
。
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
早
い
も
の
で
会
報
に
寄
稿
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
１
年
が
経
ち
ま
し
た
。
皆
様
少
し
ず

つ
で
も
終
活
は
進
ん
で
お
ら
れ
ま
す
か
。 

さ
て
、
昨
年
の
７
月
に
は｢

不
動
産
の
相
続 

そ

の
一
」を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
続
き

を
お
伝
え
し
ま
す
。 

 ○
不
動
産
の
相
続 

そ
の
二 

 

不
動
産
を
何
人
で
分
割
し
ま
す
か
？ 

家
や
土
地
は
も
ち
ろ
ん｢

相
続
財
産｣

で
す
。
で

は
ど
う
や
っ
て
わ
け
ま
す
か
。
お
子
さ
ん
が
一
人

っ
子
な
ら
最
終
的
に
は
そ
の
お
子
さ
ん
に
全
て
相

続
さ
れ
ま
す
。
お
子
さ
ん
が
二
人
以
上
な
ら
ど

う
や
っ
て
わ
け
ま
す
か
。
多
く
の
方
は｢

家
に
住

ん
で
く
れ
る
子
の
も
の
で
し
ょ
う｣

と
言
わ
れ
ま

す
。
預
貯
金
を
そ
の
他
の
子
供
に
分
配
す
る
。
し

か
し
、
相
続
財
産
は
全
て
の
財
産
が
対
象
で
す
。

預
貯
金
は
も
ち
ろ
ん
、
家
や
土
地
の
評
価
額
も

含
ま
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
相
続
人
の
誰
か
が

家
に
住
ん
で
い
て
も
そ
の

家
や
土
地
も
均
等
に
分

割
す
る
と
い
う
の
が
今
の

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
、

家
や
土
地
は
簡
単
に
は
分

割
で
き
ま
せ
ん
。
家
に
住

む
相
続
人
が
家
や
土
地
の

相
続
分
に
相
当
す
る
お
金
を
他
の
相
続
人
に
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。｢

で
も
、
そ
ん
な
お
金

ど
こ
か
ら
？｣

と
い
う
場
合
も
あ
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
で
も
他
の
相
続
人(

兄
弟)

が
主
張
す
れ
ば

借
金
を
し
て
で
も
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
な
ら
な
い
為
に
は
・・・ 

 ○
終
活
始
め
の
第
一
歩 

 

今
回
の
初
め
の
第
一
歩
は｢

相
続
人
が
２
人
以
上

の
場
合
は
遺
言
書
を
書
く｣

で
す
。
と
に
か
く｢

我

が
家
は
大
丈
夫｣

で
は
な
く
［話
し
合
え
る
時
に

遺
言
書
を
書
く
］こ
れ
を
怠
る
と
、
相
続
で
も
め

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
わ
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
方
、
ご
自
身
に
必
要
な
終
活
を
見
極
め

た
い
方
は
、
終
活
相
談
会
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

 

浄
土
真
宗 

太
陽
の
会 

平
成
三
十
年
行
事
予
定 

 ○
本
山
納
骨
堂
・
樹
木
葬
合
同
追
悼
法
要 

開
催
日
1
月
16
日
（
火
）
10
時
よ
り 

○
春
季
彼
岸
会
及
び
合
同
追
悼
法
要 

 

開
催
日
３
月
21
日
（
水
）
10
時
よ
り 

○
花
ま
つ
り(

※
法
要
は
あ
り
ま
せ
ん) 

 

開
催
日
４
月
８
日
（
日
）
終
日 

○
親
鸞
聖
人
降
誕
会
及
び
合
同
追
悼
法
要 

 

開
催
日
５
月
22
日
（
火
）
10
時
よ
り 

○
本
山
及
び
三
原
太
陽
霊
園
合
同
追
悼
法
要 

 

開
催
日
７
月
17
日
（
土
）
11
時
よ
り 

○
盂
蘭
盆
会 

 

開
催
日
８
月
13
日
（
月
）
10
時
よ
り 

○
秋
季
彼
岸
会
及
び
合
同
追
悼
法
要 

 

開
催
日
９
月
22
日
（
土
）
10
時
よ
り 

○
本
山
及
び
西
太
陽
霊
園
納
骨
合
同
追
悼
法
要 

 

開
催
日
10
月
16
日
（
火
）
11
時
よ
り 

○
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
正
忌
報
恩
講
法
要 

 

開
催
日
11
月
16
日
（
金
）
11
時
よ
り 

  
   

 


