
年
賀
の

代
わ
り
に

寺
報
を
作

成
し
て
み

ま
し
た
。

初
め
て

の
試
み
で

す
。
年
賀

状
で
使
用

す
る
図
案

を
そ
の
ま

ま
使
っ
て

い
ま
す
。

文
字
を

読
み
や
す

く
し
よ
う

と
思
っ
た

ら
、
こ
れ

ほ
ど
大
き

く
な
っ
て

し
ま
い
ま

し
た
。
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は
が
き
や
封
書
の
郵
送
料
が

24
年
10
月
か
ら
63
円
が
85
円

に
、
84
円
の
封
書
が
１
１
０

円
に
、
30
年
ぶ
り
に
高
騰
▼

檀
家
の
皆
様
へ
の
年
賀
状
を

今
回
初
め
て
寺
報
と
い
う
形

に
し
て
み
ま
し
た
。
寺
報
も

秋
の
彼
岸
に
発
行
し
て
、
春

の
彼
岸
ま
で
の
間
を
縮
め
る

と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
▼

「
巳
年
」
に
因
ん
だ
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
で
す
が
、

「
み
」
と
い
う
わ
け
で
、
サ

ネ
カ
ズ
ラ
の
「
実
」
を
写
真

や
そ
の
意
味
に
つ
い
て
調
べ

な
が
ら
寺
報
を
作
っ
て
み
ま

し
た
▼
蛇
は
仏
教
を
保
護
す

る
「
那
伽
（
ナ
ー
ガ
）
」
と

い
う
神
と
し
て
登
場
し
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
さ
と
り
を
ひ

ら
く
と
き
に
そ
れ
を
守
っ
た

と
の
逸
話
が
経
典
に
説
か
れ

る
ほ
か
、
仏
教
を
守
護
す
る

四
天
王
の
一
人
で
あ
る
広
目

天
の
眷
属
で
も
あ
り
ま
す
。

コ
ブ
ラ
の
い
な
い
中
国
で
は

「
龍
」
「
龍
王
」
と
訳
さ
れ

た
よ
う
で
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
。
合
掌

石
田
享
様
の
ご
寄
付
で
、
こ
の
度
、
高

座
の
代
わ
り
に
椅
子
を
置
き
、
経
本
を
置

く
た
め
の
書
見
台
を
購
入
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

私
は
９
月
の
運
動
会
ご
ろ
か
ら
、
膝
が

痛
く
な
り
、
夜
寝
て
い
て
も
膝
が
痛
む
と

い
う
状
況
で
し
た
。
そ
ん
な
症
状
で
す
か

ら
正
座
が
と
て
も
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。

ほ
ぼ
収
ま
る
の
に
２

か
月
以
上
か
か
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
今

後
の
こ
と
も
考
え
、

思
い
切
っ
て
、
本
堂

で
は
導
師
も
椅
子
で

法
要
を
行
い
ま
す
。

表
の
年
賀
図
案
の
中
央
の
実
は
、
左
の

写
真
の
一
部
で
す
。
実
か
ら
育
て
3
年
に

な
り
ま
す
。
小
さ
な
花
か
ら
大
き
な
粒
の

集
ま
っ
た
実
に
な
る
の
も
面
白
い
で
す
。

「
さ
ね
（
実
・
核
）
」
は
物
の
中
心
に
あ

る
固
い
所
を
い
い
、
果
実
の
こ
と
で
す
。

万
葉
集
に
も
多
数
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
茎
な
ど
か
ら
出
る
粘
液
は
、
古
く

は
整
髪
料
に
利
用
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
別

名
が
多
く
、
五
味
葛
、
ビ
ナ
ン
カ
ズ
ラ

（
美
男
葛
）
、
大
阪
で
は
ビ
ジ
ョ
カ
ズ
ラ

（
美
女
葛
）
、
サ
ナ
カ
ズ
ラ
（
真
葛
）
の

名
は
、
枝
に
粘
液
が
含
ま
れ
粘
る
こ
と
に

よ
る
そ
う
で
す
。
赤
く
熟
し
た
果
実
を
乾

燥
し
た
も
の
は
南
五
味
子
と
呼
び
、
咳
止

な

ん

ご

み

し

め
や
滋
養
強
壮
の
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る

そ
う
で
す
。

サ
ネ
カ
ズ
ラ
で
「
五
味
」
と
い
う
言
葉

が
出
た
の
で
五
味
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

五
味
と
は
、
普
通
「
甘
味
・
酸
味
・
塩

味
・
苦
味
・
う
ま
味
」
の
こ
と
で
す
。

仏
教
で
は
、
牛
や
羊
の
乳
を
精
製
す
る

過
程
に
お
け
る
、
五
段
階
の
味
「
乳
味
・

酪
味
・
生
酥
味
・
熟
酥
味
・
醍
醐
味
」
を

し
ょ
う
そ
み

さ
し
ま
す
。

そ
の
中
で
醍
醐
味
と
は
精
製
の
段
階
を

だ

い

ご

み

経
て
美
味
と
な
っ
た
最
高
級
の
風
味
や
乳

製
品
を
さ
す
の
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
仏
教
で
の
衆
生
の
機

根
（
性
格
や
教
え
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
器
）

を
見
極
め
、
順
序
だ
て
て
教
え
を
段
階
的

に
説
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
も
い
わ

れ
ま
す
（
涅
槃
経
に
よ
る
五
味
相
生
の
譬
）
。

現
在
で
は
日
常
的
に
、
「
物
事
の
真
の

お
も
し
ろ
さ
」
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て

使
わ
れ
て
い
ま
す
。


