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今
年
度
最
初
の
誕
生
会
が
あ
り
ま
し
た
。
誕
生
会
で
は
よ
く
「
ご
恩
」
の
話
を
し
ま

す
。
恩
と
は
、
誰
か
が
自
分
の
た
め
に
何
か
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
い
ま

す
。
幼
稚
園
に
来
た
こ
と
、
着
て
る
服
、
ど
れ
も
父
や
母
の
ご
恩
。
両
親
は
じ
め
、
た

く
さ
ん
の
人
の
ご
恩
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
天
地
の
ご
恩
も
た
く
さ
ん
受
け

て
い
ま
す
。
食
べ
物
は
ま
さ
に
自
然
の
ご
恩
で
す
。
は
か
り
し
れ
な
い
ご
恩
を
受
け
て

い
る
と
い
う
の
は
、
一
般
に
「
ご
縁
」
と
か
「
お
か
げ
さ
ま
」
と
い
う
感
覚
で
親
し
ま

れ
て
い
ま
す
。「
だ
か
ら
感
謝
し
な
さ
い
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
感
謝
の
押
し
つ
け
の
か

わ
り
に
、
ご
恩
に
気
づ
い
た
ら
な
ん
て
言
っ
た
ら
い
い
と
思
う
？ 

と
問
う
て
考
え
て

も
ら
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
一
般
的
に
わ
か
る
こ
と
。
常
識
の
範
囲
。 

一
般
的
と
は
自
己
中
心
的
と
い
う
こ
と
で
す
。
周
り
の
人
の
お
か
げ
を
知
る
こ
と
が

「
自
己
中
」
な
ん
て
意
味
わ
か
ん
な
い
、
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
謙
虚
に
見
え
る

一
般
常
識
や
道
徳
に
ひ
そ
ん
で
い
る
自
己
中
心
性
を
摘
発
し
て
き
た
の
が
古
来
の
宗
教

者
た
ち
で
す
。
な
の
で
、
も
う
一
歩
突
っ
込
ん
で
話
を
し
ま
す
。 

 

〝
私
が
は
か
り
し
れ
な
い
ご
恩
を
受
け
て
い
る
″
と
は
、
私
が
あ
っ
て
ご
恩
が
あ
る

の
で
は
な
い
。
逆
。
私
か
ら
ご
恩
を
取
り
除
い
た
ら
何
も
残
ら
な
い
。
ゼ
ロ
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
私
と
い
う
の
は
〝
ご
恩
の
塊
〟
で
あ
る
。
あ
る
時
あ
る
と
こ
ろ
の
ご
恩
の
塊

が
山
田
太
郎
と
呼
ば
れ
、
あ
る
か
た
ま
り
に
鈴
木
花
子
と
名
前
が
つ
い
て
い
る
、
と
。 

 

私
は
ゼ
ロ
だ
と
い
う
の
が
仏
教
の
根
本
的
な
洞
察
で
す
。 

大
人
で
も
難
し
い
話
を
、よ
く
園
児
に
す
る
な
あ
と
思
う
で
し
ょ
う
か
。と
こ
ろ
が
、

子
ど
も
た
ち
は
結
構
聞
い
て
い
る
の
で
す
。
大
人
が
難
し
い
と
言
う
と
き
、
実
は
自
分

の
頭
の
中
が
難
し
い
ん
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

は
む
し
ろ
そ
の
ま
ん
ま
に
受
け
容
れ
て
し
ま
う
力

が
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

大
人
も
び
っ
く
り
の
思
考
力
が
閃
（
ひ
ら
め
）
い
た

り
す
る
の
で
す
。
必
ず
し
も
「
わ
か
る
」「
わ
か
ら

な
い
」
は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

今
春
卒
園
し
た
子
ど
も
た
ち
の
話
を
二
つ
。 

最
後
の
本
堂
お
参
り
で
は
園
児
た
ち
か
ら
質
問
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
て
問
答
を
し
て

た
の
し
む
の
で
す
が
、
終
わ
り
が
け
に
或
る
子
が
「
世
界
で
一
番
す
ご
い
の
は
誰
？

何
？
」
と
聞
く
の
で
、「
す
ご
い
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ね
え
」
と
応
え
、
続
け
て
「
た
だ
、

世
界
を
超
え
た
も
の
、世
界
を
包
ん
で
い
る
も
の
が
一
番
だ
と
思
う
よ
」と
伝
え
る
と
、

そ
の
子
は
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
「
阿
弥
陀
さ
ま
か
ぁ
」
と
言
っ
て
合
掌
礼
拝
を
し
て
本
堂

を
出
て
た
の
で
し
た
。 

ま
た
或
る
時
、
子
ど
も
た
ち
が
天
使
の
話
で
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
天

使
っ
て
ど
ん
な
の
？
と
聞
い
て
き
ま
し
た
。
天
使
と
い
う
の
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
な

発
想
で
応
え
て
い
き
ま
し
た
。「
天
使
は
死
な
な
い
ん
だ
よ
。」「
え
ー
？ 

天
使
は
ど
う

や
っ
て
生
ま
れ
た
の
？
」「
天
使
は
神
様
が
創
っ
た
ん
だ
よ
。」「
ぢ
ゃ
あ
、
神
様
は
誰
が

創
っ
た
の
？
」
こ
の
疑
問
は
、
世
界
を
創
造
し
た
と
い
う
「
一
神
教
」
の
神
様
に
対
し

て
、
大
人
も
よ
く
す
る
質
問
で
す
。「
ぜ
ん
ぶ
を
創
っ
た
も
の
は
、
だ
れ
に
も
創
ら
れ
な

い
。
何
に
よ
っ
て
も
創
ら
れ
ず
、
す
べ
て
を
創
る
も
の
の
こ
と
を
神
様
っ
て
い
う
ん
だ

よ
。」無
際
限
な
質
問
を
平
面
的
に
つ
ら
ね
て
創
り
主
を
辿
ろ
う
と
す
る
発
想
を
ひ
っ
く

り
返
し
て
、
そ
う
い
う
発
想
の
打
ち
止
め
と
な
る
究
極
の
も
の
を
神
と
呼
ん
で
い
る
の

だ
と
い
う
応
え
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
答
え
に
即
座
に
応
え
た
子
が
い
ま
し
た
。
い

わ
く
、 

「
神
様
は
ご
恩
が
な
い
っ
て
こ
と
か
」 

こ
れ
に
は
嘆
息
し
ま
し
た
。
園
児
が
、
以
前
に
聞
い
た
誕
生
会
の
話
を
、

覚
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
深
く
く
み
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
子
ど

も
の
受
容
力
と
直
観
的
思
考
力
に
あ
ら
た
め
て
舌
を
巻
い
た
こ
と
で
し
た
。 

恩
知
ら
ず
な
子
ど
も
を
育
て
な
い
よ
う
注
意
し
よ
う
。 

恩
着
せ
が
ま
し
い
大
人
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
よ
う
。 



                         

                         

4 月の園風景 

うれしい 

たのしい 

ほこらしい 

いろんな心

いろんな話

が聞こえて

きます 


