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光
寿
無
量

年
頭
に
あ
た
り

御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す

今
年
も
お
念
仏
と
と
も
に

一
日
い
ち
に
ち
を

大
切
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う

法
話
「
た
も
つ
」

「
保
」
は

赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
守
る
姿

花
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布
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明
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あ
な
た
で
し
よ
！

ご
門
徒
宅
の
月
参
り
な
ど
で
よ
く
お

勤
め
す
る
『
阿
弥
陀

経

』
の
中
に
は
、

あ

み

だ

き
よ
う

「
執

持

名

号
」
と
い
う
ご
文
が
出
て
ま

し
ゆ
う
じ
み
よ
う
ご
う

い
り
ま
す
。
「
名
号
を
執
り
持
つ
」
と

い
う
、
少
々
専
門
的
な
言
葉
で
す
が
、

お
経
の
中
で
「
執
持
名
号
、

若

一
日
、

に
や
く

若
二
日
、
若
三
日
、
若
四
日
、
若
五
日
、

若
六
日
、
若
七
日
、
一
心
不
乱
︙
」
と

印
象
深
い
フ
レ
ー
ズ
が
続
く
と
こ
ろ
で

す
の
で
、
「
あ
あ
、
あ
そ
こ
ね
」
と
思

わ
れ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

こ
の
『
名
号
を
執
り
持
つ
』
を
親
鸞

と

た
も

聖
人
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
「
信

じ
称
え
る
」
事
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
普

段
私
達
は
、
「
お
念
仏
を
称
え
る
」
と

表
現
し
て
い
ま
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏

を
「
た
も
つ
」
と
い
う
表
現
も
、
な
ん

だ
か
深
み
が
あ
っ
て
素
敵
で
す
ね
。

さ
て
、
今
か
ら
９
年
前
の
早
朝
の
事

で
す
。
僧
侶
の
勉
強
会
で

「
執
持
名

号
」
が
テ
ー
マ
に
な
る
と
い
う
事
で
、

私
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
関
連
仏
書
を
自

室
で
開
い
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
で
す
。
朝
食
を
作
っ
て
い
る

は
ず
の
妻
が
、
突
然
、
部
屋
に
入
っ
て

き
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
怒
り
な
が
ら
。

「
あ
な
た
で
し
ょ
！
昨
日
の
晩
、
炊

飯
器
の
電
源
切
っ
た
の
は
！
」

ど
う
や
ら
前
日
の
夕
食
の
時
、
私
は

炊
飯
器
を
誤
っ
て
操
作
し
、
電
源
を
切

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。
怒
り

心
頭
の
妻
に
、
「
あ
の
ね
、
確
か
に
電

源
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い

け
ど
、
わ
ざ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
悪
気

が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
よ
」
と
言
い

返
せ
な
か
っ
た
私
は
、
「
じ
ゃ
あ
、
ど

う
す
れ
ぱ
よ
か
っ
た
の
？
」
と
小
声
で

た
ず
ね
ま
し
た
。

す
る
と
妻
は
、
「
保
温
よ
、
保
温
！

保
温
ボ
タ
ン
が
あ
る
で
し
よ
！
」
と
言

っ
て
、
そ
の
ま
ま
部
屋
か
ら
出
て
い
き

ま
し
た
。

一
人
に
な
っ
た
部
屋
で
「
ふ
う
っ
」

と
た
め
息
を
つ
く
私
。
仕
方
が
な
い
の

で
再
度
、
仏
書
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は

『
保
つ
』
の
文
字
が
あ
り
ま
し
た
。

「
あ
れ
！
」
衝
撃
と
と
も
に
、
妻
の

セ
リ
フ
が
そ
こ
に
重
な
り
ま
し
た
。

「
保
温
︙
温
も
り
を
保
つ
。
考
え
て

み
れ
ば
、
普
段
使
っ
て
い
る
〟
た
も
つ

″
は
、
″
持
つ
″
で
は
な
く
、
保
温
の

″
保
″
の
字
だ
な
！
」

『
保
』
の
字
に
興
味
を
覚
え
た
私
は
、

さ
っ
そ
く
書
棚
か
ら
漢
和
辞
典
を
取
り

出
し
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
辞

書
に
は
、
「
保
」
の
『
呆
』
と
は
「
布

に
包
ま
れ
た
赤
子
」
を
意
味
す
る
と
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
を
「
人
」
が
抱
き
か

か
え
て
「
保
つ
」
。

私
は
、
大
切
に
く
る
ま
れ
た
わ
が
子

を
抱
き
か
か
え
る
「
親
の
姿
」
を
想
像

し
、
大
き
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
頂
く
阿
弥

陀
様
の
世
界
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。

ザ
ル
と
水

親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲

を
「
摂
取
不
捨
」
と
喜
ば
れ
ま
し
た
。

せ
つ
し
ゆ

ふ

し
や

煩
悩
具
足
の
私
を
見
抜
き
、
摂
め
取
り

ぼ
ん
の
う

ぐ

そ
く

抱
き
し
め
、
決
し
て
捨
て
る
事
の
な
い
、

そ
れ
が
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
の
世
界
で

す
。
そ
し
て
、
こ
の
お
慈
悲
は
ど
こ
か

遠
く
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
今
、
こ

こ
、
私
」
の
上
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な

っ
て
働
い
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
世
界
を

妙

好
人
の
浅
原
才
市
さ

み
よ
う
こ
う
に
ん

あ
さ
は
ら
さ
い

ち

ん
は
、

目
に
み
え
ぬ

慈
悲
が
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て

南
無
阿
弥
陀
仏
と

声
で
し
ら
れ
る

と
味
わ
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。

「
お
念
仏
」
は
私
が
す
る
「
行
為
」
と

い
う
よ
り
も
、
阿
弥
陀
様
が
私
を
抱
き

し
め
て
下
さ
っ
て
い
る
「
す
が
た
」
な

の
で
す
。
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
阿

弥
陀
様
の
お
慈
悲
そ
の
も
の
で
す
。

ザ
ル
で
水
を
「
た
も
つ
」
事
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
水
の
中
に
ザ
ル
を
つ
け
る
と
、

ザ
ル
の
中
に
も
水
が
た
も
た
れ
る
姿
と

な
っ
て
現
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
水
に
よ

っ
て
ザ
ル
が
保
た
れ
る
か
ら
で
す
。
お

慈
悲
の
水
に
保
た
れ
て
い
る
ザ
ル
、
そ

れ
が
お
念
仏
を
称
え
る
私
の
姿
な
の
で

す
。浄

土
真
宗
は
、
自
ら
の
口
か
ら
こ
ぼ

れ
る
「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
に
、
自
ら

が
出
遇
わ
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
喜
び
の

世
界
で
す
。
私
を
「
あ
な
た
は
大
事
な

一
人
子
で
す
」
「
そ
の
ま
ま
来
い
、
こ

の
ま
ま
救
う
」
と
抱
き
し
め
て
下
さ
る

阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
を
、
自
ら
称
え
る
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南
無
阿
弥
陀
仏
の
う
ち
に
聞
き
、
味
わ

い
、
受
け
取
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ

が
、
阿
弥
陀
様
を
「
親
様
」
と
し
て
い

た
だ
く
、
浄
土
真
宗
の
日
々
の
生
活
で

す
。あ

れ
ご
ら
ん

親
に
抱
か
れ
て
寝
る
赤
子

落
ち
る
落
ち
ぬ
の
心
配
は
な
し

稲
垣
瑞
剣
範

新
型
コ
ロ
ナ
の
中
、
大
変
な
事
も
多

い
で
す
が
、
共
々
に
に
聴
聞
生
活
・
念

仏
生
活
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

（
本
願
寺
新
報

3458

号
よ
り
）

住
職
よ
り

令
和
五
年
は
、
親
鸞
聖
人
が
お

誕
生
さ
れ
て
８
５
０
年
の
年
に
な

り
ま
す
。
ま
た
六
年
は
、
浄
土
真

宗
が
始
ま
っ
て
８
０
０
年
の
年
に

な
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
を
祝
っ
て
四
月
か
ら

本
山
で
記
念
法
要
が
開
か
れ
、
芝

組
は
、
四
月
十
一
日
午
後
の
法
要

に
団
体
で
参
拝
致
し
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
も
四
年
目
に
な
り
ま

し
た
。
様
々
な
規
制
が
緩
和
・
解

除
さ
れ
、
伝
染
病
に
関
し
て
は
、

あ
と
少
し
で
元
の
生
活
に
戻
れ
る

の
で
は
と
希
望
を
持
っ
て
過
ご
し

て
い
ま
す
。

世
界
の
情
勢
に
対
し
て
も
不
安

で
い
っ
ぱ
い
で
す
、
二
〇
世
紀
前

半
、
大
戦
前
の
状
況
に
似
通
っ
た

雰
囲
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
独
裁

政
権
へ
の
宥
和
政
策
の
結
果
は
、

ゆ
う

わ

歴
史
が
証
明
し
て
い
る
の
に
、
変

わ
っ
て
い
か
な
い
。
焦
燥
感
は
、

募
る
ば
か
り
で
す
が
、
私
達
は
、

傍
観
し
て
い
る
し
か
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。

平
和
な
世
の
中
を
切
に
望
み

ま
す
。

教
誓
寺
一
年
の
行
事

今
年
一
年
の
教
誓
寺
の
行
事
で
す
。

元
日
・
春
・
秋
の
彼
岸
会
、
盂
蘭
盆

会
、
報
恩
講
に
は
そ
れ
ぞ
れ
法
要
を

勤
修
い
た
し
ま
す
。

皆
様
お
参
り
下
さ
い
。

元
旦

元
旦
会

三
月
十
八
～
二
四
日

春
彼
岸

三
月
二
一
日(

春
分
の
日)

彼
岸
会

七
月
一
三
～
一
六
日

お
盆

七
月
十
日

盂
蘭
盆
会

九
月
二
十
～
二
六
日

秋
彼
岸

九
月
二
三
（
秋
分
の
日
）

彼
岸
会

十
月
二
九
日
（
第
５
日
曜
）
報
恩
講

新
年
の
ご
参
詣

新
し
い
年
を
迎
え
た
ら
、

お
詣
り
に
参
り
ま
し
ょ
う
。

元
旦
会
法
要

一
月
一
日午

前
七
時
三
〇
分
よ
り

お
寺
は
、
準
備
万
端
整
え
て
、

元
日
か
ら
皆
様
の
お
参
り
を
お

迎
え
致
し
ま
す
。

坊
守
も
お
汁
粉
を
拵
え
て
、

皆
様
に
召
し
上
が
っ
て
頂
く
の

を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

お
子
様
に
は
、
お
年
玉
の
お

菓
子
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

皆
様
で
お
参
り
下
さ
い
。

＊
前
坊
守
（

）
手
編
み
の
靴
下

92

を
皆
様
に
差
し
上
げ
ま
す

月

日(

日)

か
ら
配
り
始
め

12

25

ま
し
た
の
で
、
お
参
り
の
時
は
、

是
非
お
声
を
お
か
け
下
さ
い
。

年
回
忌
法
要

御
法
事
は
亡
き
人
を
縁
と
し
て
、

い
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
生
命
の
尊
さ

を
か
み
し
め
つ
つ
、
故
人
も
我
も
共

に
す
く
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来

の
智
慧
と
慈
悲
に
手
を
合
わ
せ
、
そ

の
仏
恩
に
ご
報
謝
の
お
つ
と
め
と
し

て
行
い
ま
す
。

今
年
（
令
和
五
年
）
の
年
回
忌

一
周
忌

令
和
四
年

二
〇
二
二
年

三
回
忌

令
和
三
年

二
〇
二
一
年

七
回
忌

平
成
二
九
年

二
〇
一
七
年

十
三
回
忌

平
成
二
三
年

二
〇
一
一
年

十
七
回
忌

平
成
十
九
年

二
〇
〇
七
年

二
三
回
忌

平
成
十
三
年

二
〇
〇
一
年

二
七
回
忌

平
成
九
年

一
九
九
七
年

三
三
回
忌

平
成
三
年

一
九
九
一
年

三
七
回
忌

昭
和
六
二
年

一
九
八
七
年

五
十
回
忌

昭
和
四
九
年

一
九
七
四
年

七
十
回
忌

昭
和
二
九
年

一
九
五
四
年

百
回
忌

大
正
十
三
年

一
九
二
四
年

各
ご
施
主
様
宛
に
年
回
忌
法

要
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

す
で
に
繰
り
上
げ
て
お
つ
と

め
さ
れ
た
方
に
も
ご
案
内
が
届

き
ま
す
事
を
ご
容
赦
下
さ
い
。

ま
た
、
内
容
に
誤
り
等
が
あ

っ
た
場
合
は
、
ご
遠
慮
な
く
ご

指
摘
下
さ
い
。

ご
参
詣
の
日
時
に
つ
き
ま
し

て
は
、
お
寺
に
ご
相
談
下
さ
い
。
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