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皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

早
い
も
の
で
も
う
四
月
。
旧

暦
で
行
っ
て
い
る
知
立
の
今

月
の
縁
日
は
九
日
、
新
暦
の

覚
王
山
は
毎
月
恒
例
の
二
十

一
日
。
い
よ
い
よ
春
本
番
で

す
ね
。

　

般
若
心
経
の
意
味
を
学
ぶ

今
年
の
か
わ
ら
版
。
生
き
方

や
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
る

際
の
道
標
（
み
ち
し
る
べ
）

で
す
。

　

今
月
は
「
照
見
五
蘊
皆
空

（
し
ょ
う
け
ん
ご
ー
う
ん
か

い
く
う
）
度
一
切
苦
厄
（
ど

ー
い
っ
さ
い
く
ー
や
く
」
の

十
一
文
字
。

　

生
き
物
は
全
て
物
と
心
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
仏
教

で
は
、
か
た
ち
あ
る
物
の
こ

と
を
「
色
」
と
言
い
ま
す
。

　

一
方
、
心
は
「
受
（
感
じ

る
）
」
「
想
（
考
え
る
）
」
「
行

（
心
が
あ
る
方
向
に
向
く
）
」

「
識
（
自
ら
を
知
る
）
」
の
四

つ
か
ら
成
る
そ
う
で
す
。
ち

ょ
っ
と
難
し
い
で
す
ね
。

　

人
間
は
物
と
心
、
つ
ま
り

「
色
」「
受
」「
想
」「
行
」「
識
」

の
五
つ
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ

の
五
つ
が
「
五
蘊
」
で
す
。

「
蘊
」
と
い
う
字
は
何
か
が
集

ま
っ
て
い
る
状
態
を
表
し
ま

す
。

　

人
間
が
逝
け
ば
、
物
も
心

も
な
く
な
り
ま
す
。
だ
か
ら

「
皆
空
」
。
「
照
見
」
は
見
極
め

る
と
い
う
意
味
。

　

つ
ま
り
、
「
照
見
五
蘊
皆

空
」
は
「
か
た
ち
あ
る
も
の

は
や
が
て
な
く
な
る
こ
と
を

知
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
い
ま
す
。

　

「
度
一
切
苦
厄
」
の
「
度
」

は
「
渡
す
」
。
ど
こ
か
ら
ど
こ

へ
と
言
え
ば
、
現
世
の
「
此

岸
」
か
ら
覚
り
の
「
彼
岸
」
に

で
す
。

　

「
此
岸
」
か
ら
「
彼
岸
」
に

渡
り
、「
一
切
」
の
「
苦
」
と
「
厄

（
災
い
）
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
心

安
ら
か
な
境
地
に
な
る
。
そ

れ
が
「
度
一
切
苦
厄
」
で
す
。

　

か
た
ち
あ
る
も
の
は
や
が

て
な
く
な
る
。
そ
の
こ
と
を

理
解
で
き
れ
ば
、
苦
し
み
に

も
災
い
に
も
囚
わ
れ
ず
、
心

安
ら
か
な
気
持
ち
に
な
れ
る
。

「
照
見
五
蘊
皆
空
度
一
切
苦
厄
」

の
意
味
が
何
と
な
く
わ
か
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

「
苦
」
は
「
欲
」
か
ら
生
ま

れ
ま
す
。
何
か
に
執
着
す
れ

ば
、
そ
れ
を
得
ら
れ
な
け
れ

ば
苦
し
く
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
何
も
か
も
、
か
た
ち
あ

る
も
の
は
や
が
て
な
く
な
り

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解
で

き
れ
ば
、
「
欲
」
も
な
く
な
り

ま
す
。

　

多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
る

ご
心
経
。
わ
ず
か
三
百
文
字

弱
の
短
い
お
経
の
中
に
、
お

釈
迦
様
の
教
え
、
人
間
関
係

や
社
会
の
問
題
を
和
ら
げ
る

心
の
あ
り
方
、
生
き
方
に
つ

い
て
の
教
え
が
た
く
さ
ん
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。

　

み
ん
な
が
「
照
見
五
蘊
皆

空
」
で
あ
れ
ば
、
「
欲
」
か

ら
も
解
放
さ
れ
、
国
同
士
、

人
同
士
の
争
い
や
問
題
も
少

な
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
。

　

そ
れ
で
は
、
ま
た
来
月
。

ご
き
げ
ん
よ
う
。
合
掌
。

※


