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寒
い
冬
が
終
わ
り
を
告
げ
、
境
内
の

桜
が
徐
々
に
蕾
を
付
け
は
じ
め
、
開
花

を
今
か
今
か
と
待
ち
わ
び
て
お
り
ま

す
。
檀
信
徒
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し

て
は
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

 

先
月
二
月
七
日
十
七
時
二
十
四
分
、

平
福
寺
住
職
御
内
室
で
あ
り
ま
す
戸

田
ふ
み
子
が
永
眠
い
た
し
ま
し
た
。
行

年
六
十
三
歳
で
あ
り
ま
し
た
。
檀
信
徒

の
皆
様
に
は
、
生
前
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
母
・
ふ
み
子
に
代
わ
り
ま

し
て
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

三
日
の
朝
、
意
識
不
明
で
倒
れ
て
い

る
所
を
発
見
し
、
す
ぐ
に
救
急
車
で
病

院
に
運
ば
れ
ま
し
た
。
お
医
者
様
に
は

懸
命
に
治
療
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
そ
の
後
、
母
・
ふ
み
子
は
一
度
も

目
を
覚
ま
す
こ
と
無
く
、
静
か
に
息
を

引
き
取
り
ま
し
た
。 

 

通
夜
は
十
二
日
十
七
時
よ
り
平
福

寺
傳
燈
舘
に
て
、
御
導
師
様
に
塩
尻
郷

福
寺
の
名
誉
住
職
、
白
馬
義
文
権
大
僧

正
を
お
招
き
し
、
近
親
者
十
八
名
に
て

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
葬
儀
は
翌
日
十

三
日
十
三
時
半
よ
り
、
同
じ
く
導
師
白

馬
義
文
権
大
僧
正
の
も
と
、
職
衆
に
組

寺
の
諸
寺
院
住
職
を
お
招
き
し
、
平
福

寺
遍
照
殿
に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

（
下
記
写
真
） 

 

隣
組
の
皆
様
は

じ
め
、
総
代
役
員
の

皆
様
、
檀
信
徒
の
皆

様
、
そ
の
他
関
係
各

所
の
皆
様
、
多
く
の

方
に
参
列
、
弔
問
に

足
を
運
ん
で
い
た

だ
き
、
嬉
し
い
限
り

で
す
。 

 

今
後
は
住
職
と

姉
弟
四
人
で
戸
田

家
と
平
福
寺
を
支

え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
大

き
な
存
在
が
欠
け

て
し
ま
い
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
不
安

も
あ
り
ま
す
が
、
皆

様
方
の
ご
協
力
を

仰
ぎ
つ
つ
、
当
山
を

守
っ
て
い
け
る
様

に
精
進
し
て
い
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
度
は
誠
に
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 
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年

間

行

事 

一
月 

 

厄
除
け
祈
願
大
祭 

三
月 

 

春
季
彼
岸
会
・
涅
槃
会 

四
月 

 

研
修
旅
行 

 
 

 

（
阿
字
の
子
会
主
催
） 

五
月 

 

春
季
例
祭
・
大
般
若
会 

七
月 

 

高
野
山
参
拝
旅
行 

八
月 

 
 

九
月 

 

秋
季
彼
岸
会 

十
二
月 

二
年
参
り 

お

知

ら

せ 

・
墓
地
分
譲
中 

・
傳
燈
舘
予
約
受
付
中 

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
お
電
話

に
て
申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。 

☎
：
〇
二
六
三-

七
七-

二
四
二
五 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 

下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
サ
イ
ト

に
移
動
で
き
ま
す
。
※
周
り
の
方

に
広
め
て
頂
け
た
ら 

幸
い
で
す
。 

 

母
・
ふ
み
子
逝
去
に
伴
い
、
皆
様
へ
お

願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
ま
で
は
住
職

が
法
務
等
で
寺
を
空
け
る
際
、
大
概
は

母
・
ふ
み
子
が
留
守
番
を
し
て
お
り
ま

し
た
た
め
、
い
つ
来
寺
さ
れ
て
も
対
応

す
る
こ
と
が
可
能
で
し
た
が
、
今
後
は

寺
を
不
在
に
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る

か
と
存
じ
ま
す
。
お
手
数
で
は
あ
り
ま

す
が
、
当
山
に
来
寺
さ
れ
る
際
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
連
絡
し
て
い
た
だ
け
る

と
、
留
守
を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

ま
た
、
平
福
寺
の
会
計
な
ど
、
母
・

ふ
み
子
が
担
当
し
て
い
た
た
め
、
引
き

継
ぎ
が
全
く
出
来
て
お
ら
ず
、
現
在
は

過
去
の
資
料
を
遡
り
な
が
ら
手
探
り

で
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
し

ば
ら
く
は
到
ら
ぬ
事
が
出
て
く
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
、
総
代
の
役
員
様
を
は

じ
め
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お

掛
け
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
卒
ご

容
赦
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
今
後

と
も
当
山
平
福
寺
を
宜
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

 

私
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
八
月

よ
り
、
高
野
山
東
京
別
院
に
て
、
高
野

山
真
言
宗
の
本
山
職
員
と
し
て
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
数
年
は
東
京
を
中
心
に
法
務
に
当

た
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
当
山
の
行
事
等
で
は
今
ま
で

通
り
、
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

東
京
別
院
で
は
、
日
々
本
山
特
有
の

様
々
な
行
事
を
行
っ
て
お
り
、
学
び
得

る
も
の
が
多
々
あ
り
ま
す
。
本
山
職
員

と
し
て
学
び
培
っ
た
も
の
を
、
皆
様
に

お
返
し
で
き
る
日
が
来
る
よ
う
に
、
精

進
し
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

今
月
号
の
お
言
葉
は
、
先
月
号
に
引

き
続
き
『
高
祖
弘
法
大
師
第
二
番
』
の

御
詠
歌
に
な
っ
て
い
る
お
歌
で
す
。 

お
大
師
様
が
御
入
定
さ
れ
て
か
ら

八
十
六
年
目
、
時
の
天
皇
で
あ
る
醍
醐

天
皇
の
夢
枕
に
一
人
の
修
行
僧
が
現

れ
、
こ
の
歌
を
詠
ま
れ
ま
し
た
。
意
訳

す
る
と
、 

「
お
大
師
様
は
現
在
も
高
野
山
の

御
廟
に
て
、
衣
の
袖
が
朽
ち
果
て
る
ま

で
衆
生
を
苦
し
み
か
ら
救
お
う
と
し

て
お
り
、
そ
の
姿
は
ま
る
で
世
間
の
闇

を
照
ら
す
有
明
の
月
の
よ
う
だ
。」 

 

と
な
り
ま
す
。
夢
か
ら
覚
め
た
醍
醐

天
皇
は
、
父
で
あ
り
仁
和
寺
を
開
か
れ

た
寛
平
法
王
と
、
香
川
県
出
身
の
高
僧

観
賢
僧
正
よ
り
嘆
願
さ
れ
て
い
た
『
弘

法
』
の
大
師
号
と
と
も
に
、
桧
皮
色
の

袈
裟
衣
を
お
大
師
様
へ
下
賜
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、

毎
年
お
大
師
様
が
御
入
定
さ
れ
た
三

月
二
十
一
日
に
、
御
衣
替
の
儀
式
が
現

在
も
勤
修
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

今
回
の
お
言
葉 
皆
様
へ
お
願
い 

高
野
山
東
京
別
院 

↑高野山東京別院本堂 


