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今
年
も
オ
ホ
ー
ツ
ク
は
雪
が
少
な
く
寒
い
日
々
で
あ

り
ま
し
た
。オ
ミ
ク
ロ
ン
が
猛
威
を
振
る
う
中
で
は
あ

り
ま
す
が
、お
互
い
が
思
い
や
っ
て
過
ご
し
て
い
け
る
環

境
が
整
い
つ
つ
あ
り
、
私
達
も
少
し
強
く
な
っ
た
な
と
感

じ
て
い
る
こ
の
頃
で
す
。 

 
 し

か
し
な
が
ら
、ス
ト
レ
ス
が
掛
か
る
日
々
で
あ
り
ま

す
の
で
、「
ボ
ー
っ
と
」
す
る
時
間
を
意
識
し
て
作
っ
て

体
を
緩
め
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。 

 

春
に
向
か
っ
て
行
く
の
は
気
持
ち
が
良
い
で
す
ね
。
前

を
向
い
て
、歩
み
ま
し
ょ
う
。 

 

 

お
釈
迦
様
の
御
命
日
（
入
滅
）
は
二
月
十
五
日
で

す
。
高
野
山
で
は
夜
の
０
時
頃
か
ら
、お
参
り
を
は
じ

め
、
次
の
日
の
昼
ま
で
、
四
座
講
式
と
い
う
お
釈
迦
様

を
お
称
え
る
歌
を
備
え
ま
す
。 

 

お
釈
迦
様
の
の
教
え
は
多
岐
に
渡
り
ま
す
が
、
臨
終

に
際
し
て
残
さ
れ
た
言
葉
が
有
名
で
す
。 

 

弟
子
の
阿
難
尊
者
が
「
お
釈
迦
様
、あ
な
た
が

去
ら
れ
た
後
は
ど
う
し
て
生
き
て
い
っ
た
ら
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
？ 

今
ま
で
あ
な
た
を
導
き
と
し
て

生
き
て
き
た
の
に
・・・
」と
問
い
か
け
ま
す
。 

 

す
る
と
お
釈
迦
様
は
、「
阿
難
よ
、
言
っ
て
き
た

で
は
な
い
か
、
生
ま
れ
た
も
の
は
必
ず
滅
す
る
、
諸
行
無

常
な
の
だ
と
。こ
れ
か
ら
は
、あ
な
た
自
身
と
、
私
の
教

え
を
灯
火
と
し
て
生
き
て
い
き
な
さ
い
。け
っ
し
て
怠
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
よ
。」と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 「
自
灯
明
・
法
灯
明
」と
い
う
教
え
で
す
。 

 

幸
せ
の
形
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
な
り
ま
す
。こ
う
だ
と
い

っ
た
絶
対
的
な
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
で
も
私
達
は
、

他
人
の
芝
が
青
く
見

え
、
羨
ま
し
い
、
憎
た

ら
し
い
、
人
と
比
べ
て

そ
の
中
に
、
幸
せ
を
見

つ
け
に
行
こ
う
と
し
ま

す
。 

 し
か
し
、い
く
ら
競
っ

て
も
、
優
位
に
な
っ
て

も
、
上
に
は
上
が
あ
る

し
、
自
分
自
身
で
幸

せ
を
感
じ
な
け
れ
ば
、

い
つ
ま
で
も
見
つ
け
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
自
ら
を
灯
火
と
し
て
、「
人
生
を
ど
う

生
き
て
い
き
た
い
か
」
。 

「
ど
ん
な
人
間
で
あ
り
た
い
か
」
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

と
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
仏
教
の
教
え
、「
法
」に
そ
の
ヒ
ン
ト
を
見
出

し
生
き
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
。さ
ら
に
私
達
は
つ
い
つ
い
怠

け
て
し
ま
う
の
で
、「
精
進
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
！
」と

い
う
教
え
が
お
釈
迦
様
の
最
後
の
言
葉
で
す
。 

 

生
ま
れ
、老
い
、病
と
な
り
、亡
く
な
っ
て
い
く
（
生
老

病
死
）
中
で
、い
ろ
い
ろ
な
悩
み
、
葛
藤
が
生
ま
れ
て
私

達
は
生
き
て
い
ま
す
。 

 そ
う
い
っ
た
中

で
も
、「
こ
う
い

う
人
で
あ
り
た

い
」と
い
う
願
い
、

灯
火
を
持
っ
て

生
き
て
、
感
謝

し
、
幸
せ
を
感

じ
る
力
を
養
い
、

明
る
い
人
生
を

歩
ん
で
い
き
た
い

で
す
ね
。 

 

合
掌 

お
し
ゃ
か
様
の
ご
遺
言 

 

福
王
寺
だ
よ
り
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令和 4 年 3 月発行 

行
事
の
ご
案
内 

 
「
春
彼
岸
会
・
正
御
影
供
」 

三
月
二
十
一
日 

午
前
十
時 

於 

津
別
町
福
王
寺 

三
月
十
八
日 

 
 

午
後
一
時
三
十
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

於 

北
見
別
院 

「
春
の
お
彼
岸
」
、「
弘
法
大
師
正
御
影
供
」の
お
参

り
で
す
。 

お
大
師
様
、ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
を
込
め
、
皆
様
の

幸
せ
を
祈
り
ま
し
ょ
う
。 

 

北
見
別
院
で
は
、右
記
の
日
程
、「
彼
岸
入
り
」に
お

参
り
致
し
ま
す
。ご
都
合
で
津
別
の
お
寺
に
来
ら
れ
な

い
方
は
、北
見
別
院
に
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

  

維
持
費
納
入
の
お
願
い 

 

毎
年
三
月
の
お
彼
岸
の
案
内
と
ご
一
緒
に
、お
寺
の

維
持
費
の
お
願
い
を
し
て
お
り
ま
す
。 

お
寺
の
運
営
は
、
皆
様
の
維
持
費
、ま
た
会
場
の
使

用
料
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

別
紙
の
会
計
書
の
通
り
、
皆
様
の
維
持
費
は
お
寺
の

運
営
の
為
に
使
わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
納
骨
の
管

理
費
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
理
解
を
頂
き
、

一
万
五
千
円
以
上
、お
納
め
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

地
方
の
方
に
は
振
り
込
み
用
紙
を
同
封
さ
せ
て
頂

い
て
お
り
ま
す
の
で
、
協
力
頂
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。 

世
話
人
さ
ん
が
お
り
ま
す
と
こ
ろ
は
、
帳
簿
に
会
計

書
が
つ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

寺
院 

活
動
報
告 
 

節
分 

星
ま
つ
り 

ご
祈
祷 

  厄
払
い
や
、
商
売
繁
盛
な
ど
祈
願
と
い
え
ば
、「
福
王

寺
」と
い
わ
れ
る
く
ら
い
の
お
寺
で
あ
り
た
い
な
と
思
い
ま

す
。 

ご
本
尊

様
に
祈
り
を

捧
げ
、
皆
様
の

幸
せ
を
祈
念
い

た
し
ま
し
た 

。 詳
し
く
は 

 

令
和
五
年
、弘
法
大
師
生
誕

一
二
五
〇
年
記
念
に
、「
四
国

八
十
八
箇
所
巡
礼
」し
ま
す
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
末
か
四
月
頭
に
、「
四
国
八
十
八

箇
所
と
高
野
山
の
巡
礼
」
を
企
画
し
ま
す
。 

 

詳
細
は
追
っ
て
連
絡
し
ま
す
が
、
巡
礼
の
期
間
は
二

週
間
、
金
額
は
お
よ
そ
三
十
七
万
円
位
で
す
。お
賽

銭
や
納
経
料
を
含
め
る
と
四
十
万
円
程
の
経
費
が
か

か
り
ま
す
。 

  

と
は
い
え
、
一
生
で
縁
が
な
い
と
中
々
巡
拝
で
き
ま
せ

ん
、
思
い
き
っ
て
ご
参
加
、ご
修
行
頂
け
ま
す
と
良
い
体

験
と
な
る
事
と
思
い
ま
す
。こ
の
機
会
に
是
非
ご
参
加

く
だ
さ
い
。 


