
発行日:令和７年１月５日        電話:0120-087-052 

1         非 売 品   ( 宗 ) 太 陽 の 会   〒 7 2 1 - 0 9 4 5  福 山 市 引 野 町 南 一 丁 目 1 7 番 地 3 2 号 

 
 

  

 

「
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ｣ 

新
年
の
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

令
和
七
年
一
月
一
日
を
迎
え
謹
ん
で
新
春
の

祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

太
陽
の
会
は
、
昨
年
新
し
い
僧
侶
を
迎
え
ま

し
た
。
皆
様
と
と
も
に
尊
い
ご
縁
を
喜
ば
せ
て

い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
安
心

の
ご
供
養
を
ご
提
案
し
て
い
ま
す
。 

本
年
も
多
く
の
年
間
行
事
で
法
要
を
予
定
し

て
い
ま
す
の
で
、
太
陽
の
会
に
お
参
り
い
た
だ

き
、
よ
り
良
き
ご
縁
が
広
が
り
ま
す
よ
う
に
と

思
い
ま
す
。 

阿
弥
陀
さ
ま
の

光
明
の
中
、
手
を

合
わ
せ
て
い
た
だ

き
共
に
歩
ま
せ
て

い
た
だ
き
た
く
思

い
ま
す
。
本
年
も

僧
侶
、
職
員
一
同

ど
う
ぞ
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。 

｢

も
ち
つ
き
大
会｣ 

太
陽
の
会
で
は
、
今
年

も
年
末
に
も
ち
つ
き
大
会

を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
数
年
の
開
催

が
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
昨
年
か
ら
再
開
し
今
年

も
多
く
の
お
客
様
に
喜
ん

で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

参
加
さ
れ
た
方
か
ら
は
「
つ
き
た
て
の
お
餅

を
は
じ
め
て
い
た
だ
き
と
て
も
美
味
し
か
っ
た

で
す
。
」
と
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
さ

な
子
供
た
ち
の
笑
顔

も
見
ら
れ
、
子
ど
も

か
ら
大
人
ま
で
が
楽

し
め
る
行
事
と
な
り

ま
し
た
。
参
加
い
た

だ
き
ま
し
た
会
員
の

皆
様
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

｢

令
和
六
年
秋
季
彼
岸
会
の
報
告｣

◯
秋
季
彼
岸
会 

秋
季
彼
岸
会
を
九
月
二
十
二
日
（
水
）
に
厳

修
し
、
多
く
の
会
員
様
と
無
事
勤
め
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。 

『
安
楽
集
』
に
よ
れ
ば
古
く
よ
り
人
の
人
生

を
太
陽
の
軌
跡
を
人
生
に
な
ぞ
ら
え
、
朝
日
が

昇
る
東
に
命
の
誕
生
を
見
つ
め
、
夕
日
が
沈
む

西
に
命
が
終
わ
る
死
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
西

方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
に
は
最
も
適
し

た
時
期
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
親
鸞
聖
人
は
、
苦

悩
に
ま
み
れ
た
私
た
ち

の
生
死
を
救
い
と
っ
て

く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
念
仏
ひ
と
す
じ
の

道
を
御
示
し
く
だ
さ
い

ま
し
た
。 

亡
き
方
へ
の
ご
恩
を

偲
び
、
共
に
お
念
仏
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

第
八
十
一
号 

会
報
会
報
会
報   

 

太
陽
太
陽
太
陽
ののの
会会会 

 

僧侶 江崎 宗一郎 師 
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｢
令
和
七
年 

行
事
計
画｣

 

〖 

令
和
七
年 

行
事
予
定 

〗 

○
本
山
（
福
山
） 

・
報
恩
講 

一
月
十
六
日
（木
） 

 
 

午
前
の
部 

開
式 
十
時
半
～ 

 
 

午
後
の
部 

開
式 
十
三
時
半
～ 

・
春
季
彼
岸
会 

三
月
二
十
二
日
（日
） 

 
 

午
前
の
部 

開
式 

十
時
半
～ 

 
 

午
後
の
部 

開
式 

十
三
時
半
～ 

 

・
花
ま
つ
り 

四
月
八
日
（火
） 

〇
竜
王
別
院
（
広
島
） 

 

・
読
経
会  

 

 

一
月
十
四
日
（
火
）
九
時
～ 

 

二
月
十
二
日
（
水
）
九
時
～ 

 

 

三
月
十
一
日
（
火
）
九
時
～ 

 

四
月
十
一
日
（
金
）
九
時
～ 

○
川
上
太
陽
霊
園
（鹿
児
島
） 

  

・
春
季
彼
岸
会  

三
月
八
日
（土
） 

      

教
え
て
仏
事
の
事
⑥ 

「法
名
は
死
ん
で
か
ら
の
名
前
？
」 

 

「
お
寺
で
法
名
を
い
た
だ
い
た
ら
ど
う
か
」

と
、
あ
る
門
徒
さ
ん
に
勧
め
た
と
こ
ろ
「
あ
れ

は
死
ん
で
か
ら
も
ら
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す

か
」
と
聞
き
返
さ
れ
ま
し
た
。
「
釋
○
○
」
と

い
う
法
名
は
死
ん
で
か
ら
の
名
前
と
思
っ
て
い

る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
確
か
に
亡
く
な
っ
た

時
に
、
お
寺
の
住
職
か
ら
法
名
を
つ
け
、
葬
儀

に
臨
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
緊
急
の
処
置
で
本
来
の
意
味

か
ら
す
れ
ば
間
違
っ
た
慣
習
な
の
で
す
。 

そ
も
そ
も
、
法
名
と
い
う
の
は
“
仏
教
に
帰

依
し
た
人
の
名
前
”
（
キ
リ
ス
ト
教
の
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
・
ネ
ー
ム
、
洗
礼
名
の
よ
う
な
も
の
）

で
、
お
寺
で
行
わ
れ
る
帰
敬
式
（
お
か
み
そ
り
）

を
受
け
た
人
に
対
し
て
、
お
寺
の
住
職
か
ら
授

与
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
「
仏
教

徒
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
生
き
る
」
と
い
う

証
の
名
前
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
間
に
授
か
る

べ
き
性
質
の
も
の
で
す
。 

葬
儀
の
時
、
導
師
の
住
職
か
ら
お
か
み
そ
り

を
行
う
の
は
、
生
前
に
故
人
が
帰
敬
式
を
受
け

る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
か
ら
で
、
本
来
の
形

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
そ
れ
で
は
葬
儀
の
時
も
、
俗
名
の
ま
ま
で

良
い
」
と
言
わ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
「
亡
き
人
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
救

い
に
よ
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
、
仏
さ
ま
に
な
ら

れ
て
い
る
」
の
で
す
。
そ
う
し
た
亡
き
人
を
偲

ぶ
時
に
、
俗
名
で
は
な
く
法
名
が
ふ
さ
わ
し
い

い
の
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
浄
土
真
宗
で
は
「
戒
名
」
と
い

う
言
い
方
は
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
戒
名

は
自
力
で
の
修
行
で
悟
り
を
目
指
し
受
戒
し
た

人
に
対
し
て
授
け
ら
れ
る
名
前
で
あ
り
、
自
力

修
行
行
わ
ず
他
力
本
願
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ

と
往
生
を
目
指
す
浄
土
真
宗
に
は
そ
ぐ
は
な
い

か
ら
で
す
。 

ま
だ
、
法
名
を
い
た
だ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら

な
い
門
徒
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ら
帰

敬
式
を
受
け
ら
れ
生
前
に
名
実
と
も
“
浄
土
真

宗
の
門
徒
”
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
帰
敬
式
は

２
回
目
の
人
生
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
儀
式
で
す
。

「
お
か
み
そ
り
」
を
受
け
阿
弥
陀
さ
ま
と
親
鸞

聖
人
の
御
前
に
お
い
て
自
覚
を
あ
ら
た
に
し
ま

す
。
授
か
っ
た
法
名
は
、
仏
さ
ま
の
み
教
え
を

拠
り
ど
こ
ろ
す
る
人
生
の
道
し
る
べ
と
な
る
の

で
す
。 
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｢
ク
イ
ズ
浄
土
真
宗｣

 

Ｑ
、
一
蓮
托
生
の
本
来
の
意
味
に
近
い
の
は
？ 

❶ 

絶
体
絶
命 

❷ 

俱
会
一
処 

❸ 

付
和
雷
同 

 

「
一
蓮
托
生
」
は
良
く
て
も
悪
く
て
も
と
こ

と
ん
行
動
を
共
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
本
来
は
阿
弥
陀

仏
の
浄
土
に
共
に
生
ま
れ
、
そ
の
浄
土
に
咲
く

同
一
の
蓮
の
上
で
会
う
た
め
に
身
を
ゆ
だ
ね
る

と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
と
も
に
念
仏
を

喜
ぶ
人
た
ち
が
、
死
し
て
後
、
仏
と
な
っ
て
な

お
も
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
心
境
を
表
し
て
い
る

の
で
す
。 

こ
れ
と
似
た
意
味
に
な
る
の
が「
俱
会
一
処
」

で
す
。
こ
れ
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
出
て
く
る
言

葉
で
「
念
仏
を
喜
ぶ
身
に
な
っ
て
浄
土
に
生
ま

れ
れ
ば
、
す
で
に
浄
土
で
仏
と
な
ら
れ
て
い
る

懐
か
し
い
人
た
ち
と
、
一
つ
の
処
で
会
う
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
一
つ
の
処

で
会
う
」
と
い
う
の
は
「
お
互
い
の
心
が
ぴ
っ

た
り
と
通
じ
合
う
」
こ
と
で
、
仏
さ
ま
の
心
境

で
も
あ
り
ま
す
。 

「
絶
対
絶
命
」
は
、
体
も
命
も
極
ま
る
ぐ
ら

い
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
の
こ
と
で

す
の
で
、
「
一
蓮
托
生
」
と
こ
と
ん
行
動
を
共

に
す
る
と
は
意
味
が
違
い
ま
す
。
ま
た
、
「
付

和
雷
同
」
は
、
自
分
に
は
見
識
は

な
く
、
人
の
意
見
に
理
由
も
な
く

賛
同
す
る
事
で
す
の
で
こ
れ
も
違

い
ま
す
。 

「
一
蓮
托
生
」
も
「
俱
会
一
処
」

も
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
関
わ
っ
た

言
葉
で
す
の
で
本
来
の
意
味
に
近

い
言
葉
に
な
り
ま
す
。一
蓮
托
生
、

共
に
お
念
仏
の
中
で
活
か
さ
れ
る
毎
日
を
過
ご

し
て
、
臨
終
の
後
に
西
方
極
楽
浄
土
で
俱
会
一

処
再
び
先
に
往
生
さ
れ
た
方
に
出
会
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
健
や
か
な
日
々
を
お
く
り
た
い
も

の
で
す
。 

 

Ｑ
、
一
蓮
托
生
の
本
来
の
意
味
に
近
い
の
は
？ 

ク
イ
ズ
の
答
え
・
② 

｢

歎
異
抄

た
ん
に
し
ょ
う

を
読
む｣ 

『
歎
異
抄
』は
、親
鸞
聖
人
が
亡
く
な
っ
た
後
、

門
弟
の
間
に
真
実
の
信
心
に
背
く
異
議
が
生
じ

た
こ
と
か
ら
、
聖
人
か
ら
口
伝
を
受
け
た
著
者

が
、
同
心
の
行
者
の
不
審
を
除
く
た
め
に
著
し

た
親
鸞
聖
人
の
言
語
録
で
す
。 

 

善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
。 

 
 

い
は
ん
や
悪
人
を
や
。 

 
 

釋
蓮
如(

『
歎
異
抄
』
第
三
条) 

「
悪
人
こ
そ
救
い
の
め
あ
て 

私
こ
そ
救
い
の
め
あ
て
」 

 
 

「
善
人
で
さ
え
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
し
て
悪
人
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と

あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、

理
解
す
る
の
は
難
し
い
。 

 

こ
こ
で
い
う
悪
人
と
は
、
煩
悩
だ
ら
け
の
人

間
の
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
私
自
身
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
正
し
く
生
き
よ
う
と
思
っ
て

も
そ
れ
が
出
来
な
い
私
こ
そ
阿
弥
陀
さ
ま
の
救

い
の
め
あ
て
な
の
で
あ
る
。 
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｢
九
月
～
十
二
月
の
こ
と
ば
」 

  
 

太
陽
の
会
で
は
、
館
内
入
口
・
本
堂
入
口
に

「
月
の
こ
と
ば
」
を
掲
載
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。
お
経
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
身
近
な
や
さ
し

い
お
言
葉
と
し
て
皆
様
の
お
心
で
味
わ
っ
て
頂

け
た
ら
幸
い
で
す
。 

 

【
九
月
の
こ
と
ば
】 

如
来
ご
自
身
が
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
て 

衆
生
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
だ
さ
っ
た 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
寺
川
俊
昭
」 

親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
に
、
「
法
身
は
い
ろ
も

な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、

こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た

り
。
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
仏
陀
の
覚

っ
た
真
理
は
、
こ
と
ば
や
形
と
し
て
表
す
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
仏
陀
の
本
性
と
は

そ
の
真
理
そ
の
も
の
（
真
如
）
で
あ
る
こ
と
を

指
し
て
法
身
と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
自
身
に
つ

い
て
も
、
真
理
を
如
実
に
知
る
こ
と
が
難
し
い

存
在
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
事
が
大
切
で
す
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
号
と
な
り
私
た

ち
に
は
た
ら
き
か
け
て
下
さ
る
の
で
す
。 

【
十
月
の
こ
と
ば
】 

人
間
が
人
間
だ
け
で
や
っ
て
い
く 

現
代
の
問
題
は
そ
こ
に
あ
る 

 
 

「
安
田
理
深
」 

 

あ
の
人
は
良
い
人
、
悪
い
人
と
煩
悩
具
足
の

私
の
基
準
は
、
し
ょ
せ
ん
都
合
の
枠
に
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
都
合
が
真
実
で
な
い

ゆ
え
に
、
良
い
人
が
悪
い
人
へ
、
悪
い
人
が
良

い
人
へ
と
、
こ
ろ
こ
ろ
変
化
し
ま
す
。
そ
れ
は

一
対
一
の
関
係
で
あ
っ
て
も
大
き
な
集
団
と
な

っ
て
も
、
「
人
間
だ
け
」
の
関
係
で
あ
る
限
り

同
じ
で
す
。
仏
さ
ま
を
仰
ぐ
日
常
の
大
切
さ
を

多
く
の
方
に
考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に
な

れ
ば
と
考
え
ま
す
。 

 

【
十
一
月
の
こ
と
ば
】 

 

仏
の
救
い
の
は
た
ら
き
が 

 

私
の
声
と
な
っ
た
お
念
仏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
内
藤
智
康
」 

「
下
至
十
声
」十
回
以
上
お
念
仏
し
た
者
も
、

聞
く
だ
け
の
者
も
、
救
い
か
ら
も
れ
る
こ
と
は

な
い
、
自
力
の
念
仏
（
呪
文
の
よ
う
な
も
の
）

で
は
全
て
の
者
は
救
わ
れ
な
い
が
、
親
鸞
聖
人

の
お
示
し
さ
れ
た
他
力
の
お
念
仏
は
全
て
の
者

が
救
わ
れ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
阿
弥

陀
さ
ま
の
お
名
前
で
す
。
こ
の
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
の
お
念
仏
が
私
の
口
か
ら
声
に
な
っ
て
で

て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
と
私
は

一
緒
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
証
明
と
な
る
の

で
す
。
つ
ま
り
、
私
が
お
念
仏
し
て
い
る
す
が

た
は
、
必
ず
救
う
と
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
る
阿

弥
陀
さ
ま
と
私
が
共
に
あ
る
と
い
う
救
い
の
証

明
な
の
で
す
。 

 

【
十
二
月
の
こ
と
ば
】 

 

貴
方
の
感
じ
ら
れ
て
い
る
虚
し
さ
こ
そ 

真
実
の
世
界
へ
の
強
烈
な
憧
れ
な
の
で
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
米
沢
英
雄
」 

 

「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
お
い
て
ど
こ
に
向
か

っ
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
か
。
人
間

が
人
間
ら
し
く
生
き
る
方
向
性
と
は
何
な
の

か
。
」
こ
れ
は
米
沢
英
雄
師
に
お
い
て
重
要
な

問
い
な
の
で
す
。
人
間
は
自
分
の
死
に
つ
い
て

真
剣
に
向
き
合
い
人
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
理

解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
自
身
が
死
ぬ
こ
と
に

は
目
を
背
け
ま
す
。
死
に
ゆ
く
私
を
理
解
し
て

い
る
の
で
、
命
を
か
け
る
と
こ
ろ
に
人
は
深
い

感
動
を
お
ぼ
え
ま
す
。
気
迫
に
あ
ふ
れ
感
動
を

覚
え
な
が
ら
一
日
一
日
を
送
る
姿
こ
そ
、
今
回

の
こ
と
ば
「
真
実
の
世
界
へ
の
強
烈
な
憧
れ
」

な
の
で
す
。 


