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謹
賀
新
年 

令
和
五
年
の
初
春
を
迎
え
、
謹
ん
で

新
年
の
お
祝
辞
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

ご
家
族
の
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸

を
心
よ
り
お
祈
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

       あ
け
て
嬉
し
い
の
は
お
正
月
、
あ
け

て
悔
し
い
の
は
玉
手
箱
。
竜
宮
城
で
楽

し
い
日
々
を
送
っ
た
浦
島
太
郎
も
、
乙

姫
さ
ま
に
渡
さ
れ
た
玉
手
箱
を
開
け
た

ば
っ
か
り
に
、
ア
ッ
と
い
う
間
に
お
じ 

い
さ
ん
。
し
か
し
、
人
生

じ
ん
せ
い

万
事

ば

ん

じ

そ
ん
な 

い
い
こ
と
ば
か
り
は
続
き
ま
せ
ん
。 

瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
は
、
自
分
の
身
に 

      

い
い
こ
と
ば
か
り
続
く
と
き
は
「
こ
ん

な
こ
と
は
続
く
は
ず
は
な
い
」
と
覚
悟

す
る
こ
と
。
逆
に
、
何
を
や
っ
て
も
駄

目
な
時
も
「
こ
ん
な
こ
と
は
続
く
は
ず

は
な
い
、
今
に
い
い
こ
と
が
あ
る
」
と

自
分
に
暗
示
を
か
け
る
よ
う
言
わ
れ
て

お
り
ま
し
た
。 

平
和
な
時
代
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

長
く
続
く
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
突
然
、

災
害
や
戦
争
が
起
き
、
未
知
な
感
染
症

に
脅
か
さ
れ
る
不
安
な
日
々
が
続
い
て

も
、
ず
っ
と
泣
い
て
ば
か
り
い
る
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
少

し
ず
つ
元
気
を
取
り
戻
し
て
人
間
は
立

ち
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
世
は 

無
常

む
じ
ょ
う

だ
か
ら
同
じ
状
態
は
続
き
ま
せ
ん
。 

必
ず
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に
仏 

教
で
い
う
「
諸
行

し
ょ
ぎ
ょ
う

無
常

む
じ
ょ
う

」
で
す
。 

 

ど
う
し
て
も
、
人
は
悪
い
こ
と
は
す

ぐ
に
終
わ
り
、
い
い
こ
と
が
永
遠
に
続

い
て
欲
し
い
と
願
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

幸
せ
な
瞬
間
は
沢
山
あ
っ
た
と
し
て
も

永
遠
に
続
く
幸
せ
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。 

仏
教
に
限
ら
ず
易
で
も
、
い
い
こ
と

は
悪
い
こ
と
の
前
兆
で
あ
る
か
ら
十
分

に
気
を
つ
け
よ
と
教
え
て
い
ま
す
。 

「
諸
行

し
ょ
ぎ
ょ
う

無
常

む
じ
ょ
う

」
と
い
う
の
は
、
い
い 

こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
全
て
を
総
じ
て

長
く
は
続
か
な
い
こ
と
を
こ
の
世
の
真

実
と
し
て
改
め
て
私
達
に
教
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。 

今
年
の
干
支
は

癸
み
ず
の
と

卯う

で
す
。
「
寒

気
が
緩 ゆ

る

み
、
萌
芽

ほ

う

が(

物
事
が
起
こ
る
兆 

候)

を
促
す
年
」
を
意
味
し
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
停
滞
し
続
け
て
い

た
世
の
中
に
、
そ
ろ
そ
ろ
希
望
の
芽
が

咲
く
春
が
や
っ
て
き
そ
う
で
す
。 

皆
様
に
と
っ
て
、
本
年
が
素
晴
ら
し

い
年
で
あ
る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。 

日
本
の
仏
様 

 

    

 

一
般
に
仏
様
と
呼
ば
れ
て
い
る
存
在 

を
限
定
し
て
い
え
ば
如
来

に
ょ
ら
い

で
す
。
如
来

に
ょ
ら
い 

と
は
、
真
理
の
世
界
か
ら
に
来
ら
れ
た 

者
、
す
な
わ
ち
悟 さ

と

り
を
開
か
れ
た
者
と

い
う
こ
と
で
す
。
お
も
に
釈
迦

し

ゃ

か

如
来

に
ょ
ら
い

、

阿
弥
陀

あ

み

だ

如
来

に
ょ
ら
い

、
薬や

く

師し

如
来

に
ょ
ら
い

、
大
日
如
来

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い 

が
お
ら
れ
ま
す
が
、
仏
様
の
基
本
と

な
っ
た
の
は
、
実
在
し
た
お
釈
迦
様
の 

お
姿
で
す
。
大
日
如
来

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

を
除
き
、
お
釈

迦
様
の
現
身
の
姿
を
模
し
て
、
螺 ら

髪 ほ
つ

・

肉 に
っ

髻 け
い

の
頭
部
に
一
枚
の
衣

こ
ろ
も

を
纏 ま

と

う
の
み 

の
質
素
な
お
姿
で
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
菩
薩

ぼ

さ

つ

は
、
頭
に
宝
冠

ほ
う
か
ん

を
し
、
瓔
珞

よ
う
ら
く

な
ど
の
装
身
具
や
様
々
な 

持
ち
物
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
ぐ 

分
か
り
ま
す
（
地
蔵

じ

ぞ

う

菩
薩

ぼ

さ

つ

の
み
僧 そ

う

の
お

姿
で
す
）
。
菩
薩

ぼ

さ

つ

は
、
菩
提
薩
埵

ぼ

だ

い

さ

っ

た

を
略

し
た
名
前
で
、
菩
提

ぼ

だ

い

（
悟さ

と

り
）
を
求 

め
仏
の
位
に
の
ぼ
ろ
う
と
し
て
修
行
す 

る
と
同
時
に
、
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う(

生
命
の
あ
る
す

べ
て
の
も
の)

が
菩
提

ぼ

だ

い

に
到
る
ま
で
自
ら

は
仏
と
成
ら
ず
、
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

を
利り

益や
く

す
る
と

い
う
誓
願

せ
い
が
ん

の
も
と
に
活
動
し
て
い
ま
す
。 
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 明
王

み
ょ
う
お
う

と
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
ヒ
ン 

ド
ゥ
ー
教
の
神
々
が
密
教
の
教
え
の
中 

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
大
日
如
来

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

の
化
身

け

し

ん

と
し
て
世
の
人
々
を
救
う
仏
様
。
憤
怒

ふ

ん

ぬ

(

激
し
い
怒
り
・

憤
い
き
ど
お

り)

の
表
情
を
し 

て
武
器
や
蛇
、
ド
ク
ロ
な
ど
の
物
騒
な

も
の
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
正
し
い
教

え
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ 

ど
煩
悩

ぼ
ん
の
う

に
と
ら
わ
れ
た
者
を
救
済
す
る 

た
め
で
す
。
姿
は
恐
ろ
し
く
て
も
人
の 

た
め
に
尽
力

じ
ん
り
ょ
く

し
て
い
ま
す
。 

天
部

て

ん

ぶ

と
は
仏
教
を
守
護
す
る
神
々
、

如 に
ょ

来 ら
い

や
菩
薩

ぼ

さ

つ

の
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
で
す
。

四
天
王

し

て

ん
の

う

（
東
方
を
守
護
す
る
武
神

ぶ

し

ん

の
持 じ

国
天

こ
く
て
ん

、

南

方

は

憤
怒

ふ

ん

ぬ

の

様

相

の

増
長
天

ぞ
う
ち
ょ
う
て
ん

、
西
方
は
悪
人
を
罰
す
る

広
目
天

こ
う
も
く
て
ん

、
北
方
は
財
宝
を

司
つ
か
さ
ど

る

多
聞
天

た

も

ん
て

ん(

毘 び

沙 し
ゃ

門 も
ん

天 て
ん)

）
や
、
薬
師

や

く

し

信
仰

し
ん
こ
う

を
守
護
す
る
十
二

じ
ゅ
う
に

神
将

し
ん
し
ょ
う

な
ど
様
々
で 

す
。
自
然
現
象
や
抽
象
的
な
概
念
を
神

格
化
し
た
も
の
も
多
く
、
半
身
半
獣
な 

ど
も
あ
り
ま
す
。
大
黒
天

だ
い
こ
く
て
ん

や
弁
財
天

べ
ん
ざ
い
て
ん

な 

ど
七
福
神
も
こ
こ
に
属
し
て
い
ま
す
。 

そ
れ
以
外
に
は
、
お
釈
迦
様
の
弟
子 

の
羅
漢

ら

か

ん

や
祖
師

そ

し

、
仏
教
に
大
き
な
役
割 

を
果
た
し
た
聖
徳
太
子
の
像
な
ど
も
仏

様
に
含
ま
れ
ま
す
。 

 

「
因
果

い

ん

が

の
道
理

ど

う

り 

歴
然

れ

き

ぜ

ん

と
し
て
私

わ
た
く
し

な
し
」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
言
葉
は
『
修
証
義
』
第
一
章
に

出
て
く
る
、
道
元
禅
師
の
言
葉
で
す
。 

仏
教
の
教
え
で
一
番
基
礎
に
な
る
の 

が
「
因
果

い

ん

が

の
道
理

ど

う

り

」
で
す
。
こ
れ
は
自 

分
の
都
合
で
ど
う
に
か
で
き
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
に

と
っ
て
好
都
合
な
こ
と
も
不
都
合
な
こ

と
も
、
自
分
の
都
合
に
一
切
関
係
な
く

発
生
し
何
か
し
ら
の
結
果
を
も
た
ら
し

ま
す
。 

も
の
ご
と
に
は
必
ず
原
因
が
あ
り
、

原
因
の
無
い
結
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
良
い
原
因
に
は
良
い
結
果
が
生
じ
、

悪
い
原
因
に
は
悪
い
結
果
が
生
じ
る
と

も
説
か
れ
て
い
ま
す
。 

因
果

い

ん

が

と
い
う
の
は
、
も
の
ご
と
の
原 

因
と
結
果
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う 

一
つ
因
縁

い
ん
ね
ん

と
い
う
言
葉
も
よ
く
使
わ
れ

ま
す
。
因
縁

い
ん
ね
ん

と
い
う
の
は
、
原
因
と 

き
っ
か
け
と
い
う
こ
と
で
、
ご
く
当
た

り
前
の
道
理
な
の
で
す
。 

私
達
は
因
縁

い
ん
ね
ん

に
よ
っ
て
生
じ
、
因
縁

い
ん
ね
ん

の
中
で
生
き
、
因
縁

い
ん
ね
ん

に
よ
っ
て
死
に
ま 

す
。
自
分
の
意
志
で
判
断
し
決
定
し
て

生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
私
達 

の
意
志
や
行
動
は
、
結
局
は
因
縁

い
ん
ね
ん

に
支 

配
さ
れ
て
、
そ
の
中
で
決
定
さ
れ
て
い 

ま
す
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
意
志
に
適 か

な

う
因
縁

い
ん
ね
ん

が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意 

志
や
行
動
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
な 

り
ま
す
。
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
善 よ

き

因
縁

い
ん
ね
ん

を
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

 

決
し
て
運
命
に
翻
弄

ほ
ん
ろ
う

さ
れ
て
い
る
だ 

け
の
人
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に

は
道
の
選
択
・
決
断
と
い
う
問
題
が
生

じ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
人
の
人 

生
の
岐
路

き

ろ

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
す
べ
て
は
私
た
ち
一
人
一
人
の
心
が

け
、
生
き
方
次
第
な
の
で
す
。
つ
ま
り 

「
因
果

い

ん

が

応
報

お
う
ほ
う

」
善
い
の
も
悪
い
の
も
、 

自
分
が
受
け
る
結
果
の
す
べ
て
は
、
自

分
が
作
る
も
の
で
す
。 

言
葉
の
一
つ
で
人
は
変
わ
る  

お
釈
迦
様
は
「
言
葉
ほ
ど
気
を
つ
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
は
な
い
」
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

言
葉
に
は
、
と
て
も
大
き
な
力
が
隠

れ
て
い
ま
す
。
た
っ
た
一
言
、
何
気
な

い
言
葉
を
言
っ
た
だ
け
で
、
周
り
の
人

を
元
気
に
し
て
癒
し
に
も
な
り
、
時
に

は
傷
つ
け
武
器
に
も
な
り
ま
す
。
様
々

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

同
じ
一
言
で
も
そ
の
人
を
立
ち
上
が

ら
せ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
死
に
追
い
込

む
場
合
あ
り
ま
す
。 

永
平
寺
六
十
七
世 

北
野
元
峰
禅
師

が
刑
務
所
へ
お
話
に
行
か
れ
た
時
に
、

壇
上
に
上
が
ら
れ
た
老
師
は
涙
を
ポ
ロ

ポ
ロ
流
し
な
が
ら
「
こ
の
馬
鹿
野
郎
ど

も
め
が
！
」
と
大
喝
一
声
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
に
「
お
前
達
の
お
母
さ
ん
は

お
前
達
を
こ
ん
な
所
へ
送
り
込
む
た
め

に
生
み
育
て
た
と
思
う
か
！
二
度
と
こ
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 ん
な
所
へ
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
！
」
と

言
っ
て
壇
を
下
り
ら
れ
た
そ
う
で
す
。 

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
受
刑
者
は
、
刑

務
所
に
二
度
と
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
「
馬
鹿
野
郎
」
の
一
言
も
、

言
っ
た
人
の
人
格
や
心
が
声
に
出
ま
す
。 

愛
の
極
み
の
一
言
か
憎
悪

ぞ

う

お(
ひ
ど
く
憎に

く 

む)

の
一
言
か
は
文
字
で
は
分
か
り
ま

せ
が
、
愛
か
ら
出
た
言
葉
か
憎
し
み
か

ら
出
た
言
葉
か
で
同
じ
「
馬
鹿
野
郎
」

で
も
言
葉
の
響
き
が
違
っ
て
き
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
あ
る
老
人
ホ
ー
ム
で
叱

る
こ
と
や
否
定
的
な
表
現
を
使
う
こ
と

を
一
切
や
め
て
、
一
つ
で
も
出
来
た
こ

と
を
褒
め
る
こ
と
に
し
た
ら
、
利
用
者

は
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
、
自
信
に

繋
が
り
、
自
己
肯
定
感
が
高
ま
り
、
帰

宅
願
望
の
訴
え
も
減
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

子
ど
も
に
対
し
て
も
言
葉
は
と
て
も

大
切
で
す
。
愛
知
専
門
尼
僧
堂
長 

青

山
俊
董
老
師
は
「
子
ど
も
に
ク
ズ
は
な

い
け
れ
ど
、
う
っ
か
り
す
る
と
ク
ズ
に

し
て
し
ま
う
」
子
育
て
の
と
き
に
「
あ

な
た
は
す
ば
ら
し
い
」
「
あ
な
た
な
ら

大
丈
夫
」
「
あ
な
た
な
ら
や
れ
る
」
と

褒
め
て
育
て
る
と
本
当
に
い
い
子
に
な

る
が
、
「
ダ
メ
じ
ゃ
な
い
か
ダ
メ
じ
ゃ

な
い
か
」
と
バ
カ
や
ダ
メ
な
ど
否
定
的

な
言
葉
を
あ
び
せ
て
育
て
る
と
「
本
当

に
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
し
た
。 

普
段
か
ら
子
ど
も
に
対
し
て
、
自
己

肯
定
感
や
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
、

人
格
否
定
な
言
葉
、
能
力
否
定
な
言
葉
、

存
在
否
定
な
言
葉
は
や
め
て
、
一
つ
で

も
出
来
た
ら
「
や
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
」

と
褒
め
て
認
め
て
あ
げ
る
よ
う
な
、
肯

定
す
る
言
葉
を
贈
っ
て
あ
げ
て
下
さ
い
。 

一
番
良
い
の
は
子
ど
も
の
存
在
そ
の
も

の
を
肯
定
し
認
め
る
言
葉
で
す
。
「
あ

な
た
の
こ
と
が
大
好
き
」
「
あ
な
た
が

い
て
く
れ
る
だ
け
で
幸
せ
」
「
あ
な
た

は
私
達
の
宝
物
」
こ
う
い
っ
た
言
葉
を
、

日
頃
か
ら
繰
り
返
し
贈
っ
て
あ
げ
て
下

さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
子
ど
も
の
自
己

肯
定
感
が
大
い
に
高
ま
り
ま
す
し
親
子

関
係
も
非
常
に
良
く
な
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
子
ど
も
に
「
お
父
さ
ん
は
、

い
つ
も
帰
り
が
遅
い
」
「
家
事
を
手

伝
っ
て
く
れ
な
い
」
な
ど
、
母
親
が
言 

う
父
親
に
対
す
る
愚
痴

ぐ

ち

を
毎
日
聞
い
て 

い
た
子
ど
も
は
「
お
父
さ
ん
は
自
分
勝

手
な
人
だ
」
と
思
い
込
み
「
お
父
さ
ん

は
、
い
つ
も
お
母
さ
ん
を
苦
し
め
て
い 

る
」
と
、
時
に
は
憎
悪

ぞ

う

お

を
持
つ
こ
と
も 

あ
る
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
は
父
親
へ
の

不
満
の
み
を
受
け
取
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

つ
い
つ
い
口
か
ら
こ
ぼ
れ
る
愚
痴

ぐ

ち

か 

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
の
心
に
与

え
る
影
響
は
、
思
っ
て
い
る
以
上
に
大

き
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
大
切
に 

「
自
己
」
と
は
何
か
？
と
て
も
大
き
な

問
題
で
す
。
分
か
り
易
い
よ
う
で
捉
え

ど
こ
ろ
が
な
い
こ
の
問
い
は
、
禅
宗
の

僧
侶
に
お
い
て
も
一
生
涯
の
命
題
で
す
。 

そ
の
問
い
の
答
え
と
し
て
実
践
さ
れ

て
き
た
の
が
坐
禅
修
行
で
す
。 

身
体
を
調
え
る
（
調

ち
ょ
う

身し
ん

） 
 

呼
吸
を
調
え
る
（
調

ち
ょ
う

息そ
く

） 
 

心
を
調
え
る 

（
調

ち
ょ
う

心 し
ん

）  

こ
の
三
つ
は
坐
禅
の
基
本
で
す
。
身

体
と
呼
吸
と
心
は
独
立
し
て
い
る
の
で

は
な
く
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
身
体(

姿
勢)

を
調
え
、
呼
吸

を
調
え
る
と
、
心
が
調
い
ま
す
。 

道
元
禅
師
が
坐
禅
に
つ
い
て
著
さ
れ 

た
『
普 ふ

勧 か
ん

坐
禅

ざ

ぜ

ん

儀 ぎ

』
の
中
に
こ
の
よ
う

な
一
節
が
あ
り
ま
す
。
「
須

す
べ
か

ら
く
回 え

光こ
う

返
照

へ
ん
し
ょ
う

の
退
歩

た

い

ほ

を
学が

く

す
べ
し
」
。 

私
達
は
自
分
が
思
い
通
り
に
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
に
自
身
の
外
に

目
を
向
け
原
因
を
探
し
、
解
決
の
糸
口

を
見
い
だ
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
う
し
た

外
に
向
か
う
心
の
働
き
を
内
側
に
向
け

る
、
つ
ま
り
反
省
へ
と
転
じ
る
こ
と
を 

「
回
光

え

こ

う

返
照

へ
ん
し
ょ
う

」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
が

「
退
歩

た

い

ほ

」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
退
歩

た

い

ほ 

と
は
退
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
ご

と
の
根
本
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、
自
己
を
見
つ
め
直
し
、
本
来
の

自
分
自
身
に
立
ち
返
り
、
あ
る
べ
き
生

き
方
を
再
構
築
す
る
、
そ
の
よ
う
な
坐

禅
の
あ
り
よ
う
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

坐
禅
ば
か
り
が
修
行
で
は
あ
り
ま
せ

ん
、
読
経
や
写
経
な
ど
の
実
践
、
あ
る

い
は
作
務(

掃
除)

や
食
事
、
そ
の
他
、

日
常
の
様
々
な
一
コ
マ
に
お
い
て
、
真

摯
に
打
ち
込
み
、
自
分
自
身
と
向
き
合

う
の
が
禅
の
価
値
観
と
言
え
ま
す
。
日

常
生
活
の
様
々
な
シ
ー
ン
に
お
い
て
、

一
つ
一
つ
丁
寧
に
行
う
、
そ
れ
が
私
達

自
身
と
向
き
合
う
時
間
で
も
あ
り
ま
す
。 

天
寧
寺
で
は
毎
月
二
十
八
日
に
写
経

会
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
椅
子
坐
禅

を
し
て
心
を
調
え
て
か
ら
、
写
経
や
読

経
修
行
を
行
い
、
自
分
と
向
き
合
う
時

間
を
設
け
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 
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本
堂
改
修
工
事 

志
納
者
募
集 

  

令
和
五
年
一
月
よ
り
本
堂
の
耐
震
改

修
工
事
を
行
い
ま
す
。
現
在
の
本
堂
は
、

戦
後
に
建
て
ら
れ
六
十
五
年
の
年
月
が

経
過
し
て
お
り
、
瓦
の
劣
化
が
激
し
く

震
度
六
弱
程
度
の
地
震
で
倒
壊
の
可
能

性
の
あ
る
危
険
な
状
態
で
す
。 

十
四
年
前
に
床
下
の
改
修
工
事
を
し

ま
し
た
が
、
今
回
は
屋
根
を
全
面
改
修

し
屋
根
瓦
を
乾
式
で
葺
き
直
し
軽
量
化
。

本
堂
内
に
耐
力
壁
を
数
ヵ
所
新
設
し
、

屋
根
裏
に
筋
交
い
を
設
け
耐
震
補
強
を

行
い
ま
す
。
雨
漏
り
が
ひ
ど
い
本
堂
奥

の
位
牌
堂
の
改
修
と
拡
張
、
畳
の
全
面

張
り
替
え
、
須
弥
壇
を
新
調
し
、
三
宝

殿
に
エ
ア
コ
ン
も
新
設
し
ま
す
。 

本
堂
改
修
工
事
の
総
工
費
見
積
り
は

四
千
五
百
八
十
万
円
で
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
檀
信
徒
の
皆
様
を

は
じ
め
、
有
縁
の
方
々
に
、
御
志
を
頂

戴
し
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
か
、
ご
協
力
の
ほ

ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
た
、
同
時
期
に
別
工
事
で
、
本
堂

の
東
側
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
本
堂
ま
で

行
け
る
客
殿
と
庫
裏
、
将
来
を
見
据
え

納
骨
堂
を
建
設
し
ま
す
。
工
事
期
間
中

は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す

が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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天
寧
寺
霊
苑 

永
代
供
養
墓 

樹
木
葬 

二
霊 

五
十
五
万
円 

    

個
別
墓 

二
霊 

六
十
八
万
円 

   

 

合
祀
墓 

一
霊 

二
十
五
万
円 

   
            

 

令
和
五
年 

行
事
予
定 

三
月
二
十
一
日(

火)

春
分
の
日 

 
 

 

春
彼
岸
会
墓
経 

八
時
～
十
三
時 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 

八
月
十
一
日(

金)

山
の
日 

 
 

 

お
盆
墓
経 

八
時
～
十
三
時 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 

八
月
十
七
日(

木)

十
三
時
～ 

 
 
 

施
食
会(

天
寧
寺
本
堂) 

 
 九

月
十
八
日(

月)

敬
老
の
日 

十
三
時
～ 

永
代
経 (

天
寧
寺
本
堂)  

「
永
代
経
」
申
込
者
の
合
同
供
養
で
す
。
永
代
供
養
墓
に

納
骨
さ
れ
て
い
る
方
の
ご
供
養
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 九
月
二
十
三
日(

土)

秋
分
の
日 

 
 

秋
彼
岸
会
墓
経 

八
時
～
十
三
時 

永
代
供
養
墓
合
同
供
養 

十
三
時
～ 

 

十
二
月
十
五
日(

金)

九
時
～
十
四
時
半 

三
宝
大
荒
神 
大
祭(

天
寧
寺
三
宝
殿
） 

 ＊
永
代
供
養
合
同
供
養
は
、
十
三
時
～
合
祀
墓 

 

十
三
時
十
五
分
～
個
別
墓
、
十
三
時
半
～
樹
木
葬 

本
堂
改
修
工
事 

浄
財
寄
進
者
御
芳
名 

金
弐
拾
万
円 

久
保 

重
明 

殿 

金
壱
拾
万
円 

市
野 

正
人 

殿 

金
壱
拾
万
円 

高
田 

輝
美 

殿 

金
壱
拾
万
円  

水
野
恵
津
子 

殿 

金
八
万
円 

 

豊
島 

育
子 

殿 

金
五
万
円 

 

野
田 

 

俊  

殿 

ご
芳
志
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す 

  

  

名
古
屋
市
千
種
区 

 
 

平 

和 

公 

園 

内 

＊改修後の天寧寺本堂イメージ 

 

＊改修後の位牌堂のイメージ 

令
和
五
年 

年
回
表 

一
周
忌 

令
和
四
年 

三
回
忌 

令
和
三
年 

七
回
忌 

平
成
二
十
九
年 

十
三
回
忌 

平
成
二
十
三
年 

十
七
回
忌 

平
成
十
九
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
三
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
九
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
三
年 

三
十
七
回
忌 

昭
和
六
十
二
年 

四
十
三
回
忌 

昭
和
五
十
六
年 

四
十
七
回
忌 

昭
和
五
十
二
年 

五
十
回
忌 

 

昭
和
四
十
九
年 

 
 

＊
本
堂
改
修
中
に
つ
き
八
月
ま
で
は
、 

 

客
殿
で
法
事
を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

 
 

＊個別区画へ最終納骨後 
１７回忌経過しましたら
樹木(ハナミズキ)の下へ
合祀 合祀後も永代供養 

改葬での納骨も承ります 
 

＊五輪塔型個別墓へ最終
納骨後３３回忌経過しま
したら永代供養合祀墓へ
合祀 合祀後も永代供養 

改葬での納骨も承ります 
 

＊皆様のご遺骨と一緒に
合祀墓へ納骨 墓誌に戒
名等を彫刻し永代供養
(墓誌への彫刻無は20万円) 

改葬での納骨も承ります 
 

 

 平
和
公
園
の
入
口
の
好

立
地
で
緑
や
花
に
囲
ま

れ
た
明
る
い
霊
苑
で
す   

新
規
墓
地
区
画
募
集
中

※
檀
信
徒
様
以
外
も
使

用
可
能
で
す
宗
派
不
問 

詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
ま
で 

 

 


