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管
長
さ
ん
年
頭
挨
拶 

  

丙
戌
年
の
新
春
を
迎
え
、
お
大
師
さ
ま
の
加
持
護
念
の
も

と
、
皆
々
様
の
日
々
ご
清
安
と
ご
浄
福
を
ご
祈
念
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
さ
て
、
来
る
平
成
二
十
七
年
は
、
お
大
師
さ
ま
が
上
は
国
家

の
た
め
、
下
は
諸
々
の
修
行
者
の
た
め
、
弘
仁
七
年
（
八
一

六
）
に
勅
許
を
得
て
高
野
山
を
ご
開
創
さ
れ
て
か
ら
千
二
百
年

を
迎
え
ま
す
。 

 

「
高
野
山
は
帝
城

て
い
じ
ょ
う

を
避 さ

っ

て
二
百
里
、
京
里

を
離
れ
て
無
人
声
青
嵐
梢
を
な
ら
し
て
、
夕
日
の
影
し
づ
か
な

り
、
ハ
葉
の
嶺
、
八
ツ
の
谷
、
ま
こ
と
に
心
も
す
み
ぬ
べ
し
。

花
の
色
は
林
霧
の
そ
こ
に
ほ
こ
ろ
び
鈴
の
お
と
は
尾
上
の
雲
に

ひ
び
け
り
。
瓦
に
松
お
い
墻

か
き
ね

に
苔
む
し
て
星
霜
久
し
く
お
ぽ
え

た

り
」
と

（
平
家
物
語 

高

野

の

巻

に
）
。 
 

こ

の

唱

導

文

は
、
高

野

山

の

立

地
、
ま

た
霊
場
と
し

て
の
浄
土
を

思
わ
せ
る
宗

教
的
景
観
と

霊
気
の
漂
う

雰
囲
気
を
あ

ま
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
。
密
教
の
経
典
に
は
「
都
を

離
れ
た
深
山
の
幽
地
、
山
上
に
平
坦
な
地
あ
り
、
水
流
が
流

れ
、
人
の
住
め
る
と
こ
ろ
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
高
野
は
あ
ま

す
と
こ
ろ
な
く
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、
お
大
師
さ
ま
は
相

応
の
地
と
し
開
創
を
決
断
さ
れ
ま
し
た
。
高
野
山
は
お
大
師
さ

ま
の
ご
意
志
で
発
願
さ
れ
、
自
身
の
思
想
を
具
体
的
に
表
現
さ

れ
た
山
岳
密
教
の
聖
地
で
す
。
深
寒
、
雪
深
く
、
人
跡
、
道
絶

え
、
土
台
石
一
つ
で
も
山
下
か
ら
背
負
い
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
所
で
す
。
金
剛
峯
寺
は
お
大
師
さ
ま
の
一
私
院
で
あ
り
、
建

築
資
金
も
勧
進
で
賄
う
こ
と
で
諸
事
厳
し
い
困
難
な
事
業
で
あ

り
ま
し
た
。   

  
 
 

禿
か
む
ろ

な
る
樹 き 

定
ん
で
禿

か
む
ろ

な
る
に
非
ず
『
秘
蔵
宝
鑰

ひ
ぞ
う
ほ
う
や
く

』 

  

●
い
つ
ま
で
も
愚
か
で
は
な
い
。
時
が
く
れ
ば
、
き
っ
と
花
が
咲
く 

  

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
落
葉
し
、
は
げ
頭
の
よ
う
な
姿
を
寒
風
に
さ
ら
し

て
い
る
梅
・
桜
・
桃
な
ど
の
木
々
は
、
も
う
二
度
と
緑
の
葉
を
出
さ
な

い
枯
木
か
、
と
思
わ
せ
ま
す
。 

 

け
れ
ど
も
二
月
に
な
れ
ば
梅
は
ふ
く
ら
み
、
三
月
に
な
れ
ば
桜
は
ほ

こ
ろ
び
、
四
月
に
な
れ
ば
桃
が
あ
で
や
か
な
色
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。 

 

そ
れ
は
木
の
根
が
生
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
梅
も
桜
も
桃
も
、
い
つ

ま
で
も
枯
れ
た
姿
を
見
せ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
環
境
条
件
が
整
っ

た
と
き
、
定
ま
っ
て
絢
爛
た
る
花
を
咲
か
せ
る
の
で
す
。 

  

人
間
だ
っ
て
生
命
の
根
が
生
き
て
い
ま
す
。
梅
や
桜
や
桃
は
花
咲
く

時
を
知
っ
て
い
ま
す
が
、
人
間
は
自
分
が
花
咲
く
時
を
知
リ
ま
せ
ん
。 

  

人
間
誰
も
が
、
運
が
開
け
る
時
を
も
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
お
子

さ
ん
が
、
い
ま
成
績
が
悪
く
て
も
、
決
し
て
あ
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

弘
法
さ
ん
が
、
「
定
ん
で
禿
な
る
に
非
ず
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
と

お
り
で
す
。 

 

必
ず
、
お
子
さ
ん
に
も
花
咲
く
春
が
や
っ
て
来
る
の
で
す
。 

 
お
大
師
さ
ま
は
第
二
世
真
然
大
徳
に
山
務
を
委 ゆ

だ

ね
、
大
徳
は
、
そ
の
苦
難
を
克
服
し
着
工
以
来

七
十
年
、
遂
に
お
大
師
さ
ま
の
構
想
を
実
現
さ

れ
ま
し
た
。
お
大
師
さ
ま
は
天
長
九
年
、
未
完

成
の
高
野
山
で
萬
燈
会

ま
ん
ど
う
え

を
奉
修
。 

 

そ
の
願
文
に
「
虚
空
尽
き
、
衆
生
尽
き
、
涅
槃

尽
き
な
ば
、
我
が
願
い
も
尽
き
な
ん
」
と
の
永

生
救
済
の
大
誓
願
を
示
し
、
高
野
山
に
ご
入
定

さ
れ
ま
し
た
。 

 

歴
史
は
流
れ
て
千
二
百
年
、
お
大
師
さ
ま
の

御
遺
徳
と
高
野
山
浄
土
信
仰
と
大
師
御
入
定
信

仰
を
基
盤
と
し
て
法
灯
を
今
日
に
伝
え
、
平
成

十
六
年
に
は
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
世
界
の

霊
場
高
野
山
と
し
て
知
れ
渡
り
ま
し
た
。 

 

お
大
師
さ
ま
の
御
遺
徳
を
讃
え
、
先
人
の
御
苦

労
を
謝
し
平
成
二
十
七
年
に
は
記
念
大
法
会
を

奉
修
し
て
感
謝
の
誠
心
を
捧
げ
た
い
と
存
じ
、

わ
が
宗
団
は
諸
準
備
に
と
り
か
か
り
ま
し
た
。 

 

 
さ
て
今
年
は
戌
年
で
す
。
お
大
師
さ
ま
が
高

野
山
御
開
創
の
砌
、
黒
と
白
の
犬
を
伴
っ
た
狩

人
（
高
野
明
神
）
と
出
会
い
、
そ
の
犬
に
案
内

さ
れ
た
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
お
山
で
は
犬

は
明
神
さ
ま
の
お
使
い
と
し
て
大
切
に
し
、
ま

た
、
財
団
法
人
紀
州
犬
保
存
会
（
和
歌
山
県
）

は
、
純
粋
の
紀
州
犬
の
保
護
育
成
に
力
を
い
れ

て
お
ら
れ
ま
す
。
キ
リ
ツ
と
し
た
利
発
で
た
く

ま
し
い
そ
の
姿
を
霊
宝
館
大
宝
蔵
の
前
に
銅
像

に
し
て
保
存
顕
彰
し
て
お
り
ま
す
。
高
野
の
山

野
を
跋
渉
し
て
、
曼
荼
羅
浄
土
の
一
員
と
し

て
、
共
に
生
き
て
き
た
名
犬
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

南
無
大
師
遍
照
金
剛 

総
本
山
金
剛
峯
寺
座
主 

高
野
山
真
言
宗
管
長 

  

資 

延 

敏 

雄 

 

空
海
の
言
葉

 

空
海
の
言
葉  

シ
リ
ー
ズ

シ
リ
ー
ズ  

 
 

 

恩
も
知
ら
ず
義
務
も
知
ら
ず 

 
 

反
対
に
犬
は
律
儀

で
、
正
義
感
が
つ
よ
く
、
怠
り
を
知
ら
な
い
動
物
で
、
人

と
の
関
わ
り
が
深
く
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
愛
さ
れ
て
い
る
。 

一口法話 

明朗は健康の父、愛情は幸福の母。 

２月15日は涅槃会です 
お参りください 


