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新
年
の
ご
挨
拶

年
改
ま
り
輝
か
し

い
新
春
を
無

事

で
迎
え
ら
れ
た
こ
と
何
よ
り
お

め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

今
年
は
卯

の
年

で
す
。
十

二
支

の
第
四
位
に
当
た
る
年
で
す
。

兎
は
大
人
か
ら
子
供
た
ち
に
ま

で
親
し
ま
れ
る
動
物
で
す
。

子
供

の
頃
、
兎
を
飼

っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
「
ア
ン
ゴ
ラ
」
と
言

う
種
類
の
兎
で
し
た
。
「
ア
ン
ゴ
ラ
」

は
毛
が
長
く
な
り
そ
れ
を
売

っ
て
、

収
入
に
し
て
い
た
よ
う

で
す
。
世

話
役
は
子
供
た
ち

の
役
日
、
学
校

か
ら
帰
る
と
毎

日
兎

の
え
さ
取
り

に
野
山
を
歩
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

今

に
な

っ
て
は
懐
か
し

い
思

い
出

で
す
。

兎
で
有
名
な
話
に

「今
昔
物
語
」

の

「
三
獣
、
菩
薩

の
道
を
行

じ
、

兎
身
を
焼
け
る
話
」
が
あ
り
ま
す
。

老
人

の
姿
を
し
た
帝
釈
天
が
猿
と

狐
と
兎

に
食

べ
物
を
求

め
ま
す
。

す
る
と
猿
は
本
の
実
を
採

っ
て
施
し
、

狐
は
鯉
を
く
わ
え

て
捧
げ
ま
す
。

し
か
し
、
兎
は
何
も
施
す
も

の
が

住
職
　
薗
部
　
義
光

な

い
の
で
火
中
に
自
分

の
身
体
を

投
じ

て
供
養

し
よ
う

と
し
ま
す
。

帝
釈
天
は
そ
の
仏
心
を
尊
く
思

い
、

月

の
中
に
卯

の
姿
を
あ
ら
わ
し
た

と

い
う
お
話
し
で
す
。
も
と
も
と

イ

ン
ド

の
お
話

し

で
あ
り
ま
す
。

布
施
す
る
心
が

い
か
な
る
も

の
で

あ
る
か
と

い
う

こ
と
を
教
え

て
く

れ
ま
す
。

今
年

の
五
月
よ
り
茨
城
県
第

一

教
区

の
教
区
長
を
務
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
教
区

の
代
表
と
事

務

の
と
り
ま
と
め
等
、
仕
事
が

一

つ
増
え
ま
し
た
。
四
年
間

の
長

い

期
間
で
す
。

ま
た
、
新
総
代
さ
ま

の
も
と

で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
話
も

で
て

い
る
よ
う
で
す
。

今
年
は
兎

の
ご
と
く
、
希
望
も

よ
り
高
く
、
飛
び
跳
ね
る
思

い
で

過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
も
宜
し
く
お
願

い
申
し
上

げ
ま
す
と
と
も

に
、
皆
様

の
更
な

る
ご
多
幸
と
ご
健
勝
を
ご
祈
念
申

し
上
げ
ま
す
。
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新
年
一，
●
４
拶

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ

い
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、

輝
か
し
い
新
春
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た

こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

日
頃
は
、
菩
提
寺
の
護
持
に
つ
き

ま
し
て
、
多
大
な
ご
支
援
ご
協
力
を

賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
を
振
り
返
り
み
ま
す
と
、
地

球
環
境
の
中
で
温
暖
化
が
進
み
、
本

当
に
暑
い
真
夏
日
が
記
録
さ
れ
生
活

上
大
変
苦
労
い
た
し
ま
し
た
が
、
災

害
も
な
く
暮
ら
す
こ
と
が
出
来
ま
し

た
の
は
、
仏
天
の
ご
加
護
の
賜
と
深

く
感
謝
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
の
菩
提
寺
龍
谷
院
は
、
秀

峰
存
岱
大
和
尚
様
が
創
建
さ
れ
て
、

爾
来
、
今
年
で
五
百
五
十
二
年
の
星

霜
を
経
て
お
り
ま
す
。
幾
度
と
な
く

修
復
を
重
ね
、
昭
和
五
十
四
年
に
は

本
堂
の
改
築
落
慶
法
要
、
平
成
に
入

総
代
　
加
藤
　
盛

一

り
、
十
五
年
に
待
望

の
客
殿
改
築
、

十
七
年
に
は
観
音
堂
の
改
築
落
慶
法

要
を
行
な
い
、
こ
の
間
駐
車
場
の
整

備
と
、
正
面
石
段
の
修
復
工
事
を
行

な
い
ま
し
た
。
又
、
二
十

一
年
に
は
、

よ
う

げ

つ

よ
し

み

つ

当
院
四
十
四
世
耀
月
義
光
住
職
の
、

晋
山
結
制
法
要
と
合
わ
せ
て
位
牌
堂

の
新
築
落
慶
法
要
を
執
り
行
な

い
、

院
内
が
立
派
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

偏
に
檀
信
徒
皆
様
の
尊
き
浄
財
喜
捨

の
ご
協
力
の
賜
と
、
深
く
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

今
後
は
、
龍
谷
院
の
繁
栄
を
切
に

祈
り
、
子
孫
が
尊
き
ご
縁
を
保
て
ま

す
よ
う
、
菩
提
寺
の
護
持
に
努
め
て

ま

い
り
ま
す
の
で
、
ご
支
援
ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
わ
り
に
檀
信
徒
皆
様
の
、
ご
健

康
と
ご
繁
栄
を
お
祈
り
い
た
し
新
年

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

戸
村
瑠
璃
山
龍
昌
院
は
、
文
明
十

六
年

（
一
四
八
四
）
戸
村
城
主
戸
村

義
広
公
が
龍
谷
院
第
二
世
無
學
宗
藝

大
和
尚
様
を
ご
開
山
に
懇
請
し
て
開

創
さ
れ
ま
し
た
。

延
宝
四
年

（
一
六
七
六
）
に
建
て

ら
れ
た
と
さ
れ
る
本
堂
は
明
治
四
十

一
年

（
一
九
〇
八
）
の
関
東
暴
風
雨

に
よ
り
倒
壊
し
、
そ
の
後
は
残
材
に

て
仮
本
堂
を
建
て
八
十
年
あ
ま
り
を

過
ご
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
十
四
世
村
瀬
道
仙
方
丈
は
入
寺

以
来
、
本
堂
庫
裡
の
再
建
を
発
願
し

て
お
り
ま
し
た
。
昭
和
五
十
八
年
欅

の
材
料

一
切
を
準
備
し
、
檀
家
の
皆

様
に
諮
り
寺
檀
和
合
の
も
と
五
年
を

か
け
て
昭
和
六
十
三
年
堂
字
の
完
成

を
み
ま
し
た
。

平
成
に
入
り
、
檀
家
の
皆
さ
ん
の

協
力
を
戴
き
な
が
ら
境
内
整
備
も
進

み
山
門
も
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
十
九
年
十

一
月
の
道
仙
方
丈

十
七
回
忌
法
要
は
、
本
寺
龍
谷
院
現

住
職
薗
部
義
光
方
丈
様
を
導
師
に
拝

請
申
し
上
げ
営
ま
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

誠
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

龍
昌
院
住
職
　
村
瀬
　
記
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龍
谷
院
の
沿
革
③

鑽
燒
鰤
鰺
熾

龍
谷
院
の
参
道
途
中
の
石
段
の
中

腹
に
山
門
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
山
門

は
何
回
か
に
亘

っ
て
建
て
替
え
ら
れ

た
り
修
復
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
山
門
は
今
か
ら
二
〇
〇
年

前

の
文
化
八
年

（
一
八

一
一
）
、
龍

谷
院
三
十

一
世
大
俊
良
寛
大
和
尚
の

代
に
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
約
九
十
年
後
、
四
十
世

そ

が
く

け
ん
じ
？

つ

祖
嶽
見
宗
和
尚
の
代
の
明
治
三
十
五

年

（
一
九
〇
二
）
の
大
暴
風
の
た
め

写真 1 明治38年に修復された山門

(撮影は平成 11年 )

屋
根
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
な
ど
の
大

き
な
被
害
に
遭

い
ま
し
た
。
そ
の
と

き
、
大
本
山
よ
り
慰
問
金
と
し
て
金

一
円
を
賜
り

（当
時

一
円
は
米
八
升

に
相
当
）
、
こ
の
御
真
金
を
基
本
と

し
て
、
龍
谷
院
の
自
費
で
三
十
八
年

一
月
十
二
日
に
修
復
が
完
了
し
ま
し

た
。
そ
の
と
き
の
山
門
が
写
真
１
で
、

こ
れ
は
平
成
ま
で
そ
の
ま
ま
で
し
た
。

な
お
こ
の
と
き
、
そ
れ
ま
で
木
端
葺

き
だ

っ
た
屋
根
が
ト
タ
ン
屋
根
に
な

り
ま
し
た
。

さ
ら
に
平
成
十
年
の
台
風
で
再
び

屋
根
が
大
破
し
、
十

一
年
の
春
、
祠

堂
金
で
修
復
さ
れ
、
現
在
に
至

っ
て

い
ま
す

（写
真
２
）
。

次
二
届
額
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ

の
山
門
に

「瑞
雲
山
」
と
金
箔
が
施

さ
れ
た
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
平
成
十

一
年
の
修
復
の
と
き
、

そ
れ
ま
で
の
扁
額
が
風
雨
に
さ
ら
さ

れ
て
文
字
が
よ
く
見
え
な
い
状
態
に

な

っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
文
字
を
複

写
し
て
刻
字
し
金
箔
を
施
し
た
も
の

で
、
上
阿
野
沢
の
所
孝
子
さ
ん
の
寄

付
に
よ
る
も
の
で
す
。

も
と
の
一扁
額
は
額

つ
き
の
板
に
象

刻
し
漆
仕
上
げ
を
し
た
も
の
で
、
江

戸
時
代
前
期
に
活
躍
し
、
稀
代
の
名

僧
と
言
わ
れ
た
心
越
禅
師
の
手
に
よ

る
も
の
で
す
。

心
越
は
中
国
か
ら
日
本
に
渡
り
禅

宗
を
広
め
て
い
ま
し
た
が
、
ね
た
み

を
受
け
幽
閉
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
知

っ
た
水
戸
三
代
藩
主
徳
川

光
囲
が
、
幕
府
に
申
し
入
れ
て
水
戸

に
招
き
、
天
徳
寺

の
住
持
と
し
ま
し

た
。
心
越
は
の
ち
、
水
戸
八
幡
町
に

曹
洞
宗
祇
園
寺
を
開
き
ま
し
た
。

心
越
は
禅
宗

の
復
興
に
力
を
尽
し

た
だ
け
で
な
く
、
書
画

・
象
刻

・
医

術
な
ど
に
す
ぐ
れ
、
当
時
の
中
国
の

新
し
い
文
化
を
幅
広
く
日
本
に
伝
え

ま
し
た
。
心
越
の
真
筆
に
よ
る
扁
額

が
龍
谷
院
に
あ
る
の
も
龍
谷
院
の
格

の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
誇
り

を
覚
え
ま
す
。

心
越
禅
師
に
よ
る
も
と
の
一局
額
は

龍
谷
院
の
本
堂
内
に
大
切
に
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。

今
は
車
社
会
な
の
で
こ
の
石
段
を

の
ぼ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う

で
す
が
、
あ
じ
さ
い
の
季
節
に
で
も
、

本
来
の
参
道
で
あ
る
石
段
を
の
ぼ
り
、

往
時
を
偲
び
な
が
ら
山
門
を
く
ぐ

っ

て
、
本
堂
に
参
詣
す
る
の
も
趣
が
あ

る
も
の
と
思
い
ま
す
。
　

（杉
山
記
）

一
●
■

写真 2

■■IF

■|

現在の山門

平成11年まで掲げられていた扁額

現在の扁額
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八
讐
羹
荼
彎
予

※
十

一
月
十
日

（水
）

梅
花
流
茨
城
県
奉
詠
大
会
が
結

城
市
市
民
会
館
ア
ク
ロ
ス
に
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

※
十

一
月

一
日

（月
）

龍
谷
院
開
山
忌
法
要
布
教
師
は

山
形
県
の
三
浦
信
英
老
師
を
お
呼

び
し
ま
し
た
。

※
十
月
二
十
四
日

（日
）

梅
花
流
特
派
講
習
会
が
龍
谷
院

を
会
場
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
茨
城

県
第

一
教
区
六
ヶ
寺
の
講
員
約
六

十
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
講

師
は
岐
阜
県
よ
り
お
越
し
の
東
円

寺
住
職
、
松
山
宗
永
師
範
で
し
た
。

※
平
成
二
十
三
年
元
旦

龍
谷
院
元
日
ご
祈
祷
会
が
午
前

十

一
時
よ
り
観
音
堂
に
て
初
祈
祷

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
十

五
名
で
し
た
。

重
義
鯰
驀
兆

※
十

一
月
十
三
日
か
ら
十
四
日

笠
間
市
　
龍
泉
院
晋
山
式
に
随
喜
。

※
十

一
月
二
十
七
日
か
ら

二
十
八
日

結
城
市
　
東
持
寺
晋
山
式
に
随
喜
。

褥瞑靡餃 鞣鵞燒

祓 卜 雹 文 蛉 蠅 鰺 魃 魃瘍 藤 祗 咆 蛉 冨 鞣 はょ瘍 。

馨し込みは早めにあ近くのあ鸞轟弘為議であ寧み込ください。

遠方の方は、電議‡こであ率込み下さい。

赫準
雉

猥

冬

冬

』

今
年
は
正
月
早
々
、
続
け
て
雪
が
降

り
ま
し
た
が
、
昔
か
ら
雪
の
多

い
年
は

豊
作
に
な
る
と
喜
ば
れ
ま
し
た
。

で
も
日
本
海
側
は
豪
雪
に
次
ぐ
豪
雪

に
襲
わ
れ
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
た
び
に
、

本
当
に
か
わ
い
そ
う
だ
と
心
が
痛
み
ま
す
。

茨
城
県
な
ど
は
自
然
災
害
が
少
な
く
、

本
当
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
あ
り
が
た
く

思
い
ま
す
。
日
本
海
側
、
北
海
道
の
人
々

の
た
め
に
も
、　
一
日
も
早

い
春
の
訪
れ

が
待
た
れ
ま
す
。

龍
谷
院

の
末
寺
龍
昌
院
に

つ
い
て
、

龍
昌
院
の
ご
住
職
様
か
ら
ご
寄
稿
を

い

た
だ
き
ま
し
た
。
那
珂
市
方
面
か
ら
城

里
方
面

へ
帰
る
途
中
の
、
戸
村
十
文
字

の
信
号
の
と
こ
ろ
に
あ
る
寺
院
な
の
で

す
ぐ
目
に
つ
き
ま
す
。
留
［洞
宗
龍
昌
院
」

の
門
柱
が
あ
る
の
で
、
龍
谷
院
と
関
係

が
あ
る
と
は
思

っ
て
い
ま
し
た
。
龍
谷

院
に
は
、
龍
昌
院
を
含
め
て
七
か
寺

の

末
寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
寺
院
に

つ
い
て
認
識
を
深
め
る
の
も
意
義
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

施
餓
鬼
会
の
案
内
、
ま
だ
早
す
ぎ
る

と
思

い
ま
す
が
、
次
回

の

「
た
よ
り
」

で
は
間
に
合
わ
な
く
な
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
の
で
、
今
回
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

立
春
と

い
う
嬉
し
い
節
気
を
迎
え
ま

し
た
。
檀
信
徒

の
皆
様

の
ご
多
幸
と
ご

健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

編
集
委
員
　
稲
川
　
　
清

杉
山
三
千
雄

:第 5回 龍谷院ゴルフ大会開催≡:

http://www9.ocn.ne口 jp/～ ryukoku


