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昨
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
本
年
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
一
ヵ
月
間
、
開
教
百
二
十
年
慶
祝
行
事
の
一

環
と
し
て
、
口
丹
波
主
会
の
主
催
で
「
亀
岡
で
生
ま
れ
た
美
と
歴
史—

出
口
王
仁
三
郎
一
門
展
」「
企
画
展
・

亀
山
城
と
大
本
」
が
天
恩
郷
み
ろ
く
会
館
で
催
さ
れ
ま
し
た
。
訪
れ
た
参
観
者
か
ら
は
、「
素
晴
ら
し
い
芸

術
の
数
々
を
拝
見
し
感
動
し
ま
し
た
。
大
本
が
芸
術
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
以
前
よ
り
聞
い
て
い

ま
し
た
が
、
初
め
て
観
て
そ
の
極
み
に
あ
ら
た
め
て
驚
か
さ
れ
ま
し
た
」
な
ど
、
讃
美
の
声
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
去
る
三
月
三
十
日
か
ら
四
月
四
日
ま
で
の
六
日
間
、
大
阪
本
苑
主
催
に
よ
る
作
品
展
「
王
仁
三

郎
の
世
界—

悠
々
と
遊
ぶ
美
の
讃
歌
」
が
開
催
さ
れ
、
こ
ち
ら
も
大
変
な
好
評
を
博
し
、「
素
晴
ら
し
い
作

品
の
数
々
に
心
が
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。
何
度
も
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
見
ま
し
た
」「
言
葉
で
は
表
現

で
き
な
い
感
動
を
受
け
ま
し
た
」「
作
品
か
ら
出
る
パ
ワ
ー
が
心
に
沁
み
て
あ
り
が
た
い
気
持
ち
で
一
杯
に
な

り
ま
し
た
」
な
ど
の
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
梅
松
苑
の
み
ろ
く
殿
で
は
、
出
口
す
み
子
二
代
教
主
さ
ま
ご
使
用
の
更
生
車
や
ご
遺
品
が
展
示

さ
れ
、
天
恩
郷
み
ろ
く
会
館
で
は
、
四
月
二
十
八
日
か
ら
七
月
一
日
の
予
定
で
「
開
教
百
二
十
年
慶
祝
耀よ
う

盌わ
ん

展
」
が
開
催
さ
れ
、
選
び
抜
か
れ
た
三
十
点
以
上
の
耀
盌
が
展
示
さ
れ
る
ほ
か
、
前
出
の
「
亀
山
城
と

大
本
」
の
一
部
が
常
設
展
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
貴
重
な
お
作
品
の
展
示
や
案
内
が
充
実
さ
れ
、
有
縁
の
方
に
大
本
の
紹
介
を
す
る
大
き
な
力
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
東
京
本
部
・
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
も
、
去
る
四
月
一
日
、「
東
光
苑
観
桜
茶

会
」
を
催
し
、
優
雅
な
ひ
と
と
き
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
、
一
服
の
薄
茶
と
と
も
に
歴
代
教
主
・
教
主
補

さ
ま
方
の
お
作
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
で
の
お
作
品
は
、
平
常
で
も
参
観
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
参
拝
・
諸
行

事
参
加
の
折
り
に
は
、
ぜ
ひ
ご
拝
観
い
た
だ
き
、
ご
神
徳
に
浴
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

画ゑ

や
歌う

た

に
筆ふ

で

は
し
ら
せ
て
天あ

め
つ
ち地

の

神か
み

の
い
さ
を
を
わ
れ
は
ひ
ら
く
も

五
代
教
主
作
灰
釉
茶
盌
銘
「
坤

ひ
つ
じ
さ
る」

大
本
紹
介
の
大
き
な
チ
カ
ラ	

総
務
管
理
課
長
　
木き

村む
ら

　

茂
し
げ
る
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れ
て
い
ま
す
。
天
地
の
ご
恩
を
忘
れ
て
、
神
の
御

心
に
沿
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。
二
つ

目
、
こ
の
神
は
「
改
心
」
を
迫
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

我
よ
し
強
い
も
の
勝
ち
の
〝
獣
の
心
〟
を
改
め
る
。

こ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、
み
ろ
く
の
世
の
到
来

は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
、
人
は

「
直
日
に
見
直
し
聞
き
直
し
て
、
身
の
過
ち
は
宣
り

直
す
」
こ
と
で
す
。〈
直
日
〉
は
私
た
ち
の
良
心
で

す
。
良
心
に
照
ら
し
て
、
物
事
を
明
る
く
前
向
き

に
と
ら
え
て
い
く
こ
と
も
御
心
に
沿
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

ま
た
、
出
口
王
仁
三
郎
は
霊
界
物
語
に
天
国
の

状
態
を
詳
し
く
説
い
て
い
ま
す
。
天
人
は
、
天
国

の
全
体
を
一
つ
の
大
神
人
体
な
る
《
単
元
》
と
し
て
、

自
身
が
そ
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
原
稿
を
書
く

時
、
外
観
上
両
手
の
指
だ
け
が
動
い
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
実
態
は
と
い
う
と
、
目
も
耳
も
鼻
も
画

面
に
向
か
っ
て
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
心
臓

も
肺
臓
も
神
経
も
、
足
の
指
の
先
に
至
る
ま
で
緊

張
状
態
で
原
稿
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
今
の
時
代
は
、
指
が
動
い
て
い
て
も
、

周
り
は
我
関
せ
ず
焉
と
い
う
状
態
で
す
。
個
は
全

体
の
た
め
、
全
体
は
個
の
た
め
の
一
体
感
、
一

心
同
体
に
あ
り
ま
せ
ん
。
天
国
は
、
上
下
一
致
、

億
兆
一
心
、
そ
う
い
う
心
が
け
で
当
た
り
ま
す
か

世
界
を
一
つ
に
す
る

大
本
の
眼
目
は
、
立
替
え
立
直
し
と
み
ろ
く
の

世
の
建
設
で
す
。
今
日
の
お
話
は
、《
世
界
を
一
つ

に
す
る
》
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。

出
口
な
お
開
祖
の
筆
先
に
は
、『
艮
の
金
神
の
構

う
世
に
な
り
た
ぞ
よ
』『
一
つ
の
王
で
治
め
る
経
綸

が
致
し
て
あ
る
ぞ
よ
』
と
世
界
の
将
来
が
預
言
さ

れ
て
い
ま
す
。

み
ろ
く
の
世
は
内
面
に
お
い
て
、
神
の
御
心
は

自
分
の
意
志
想
念
で
あ
り
、
自
身
の
考
え
は
天
の

心
に
沿
う
と
言
う
相
応
の
世
界
で
す
。
例
え
ば
、

家
庭
一
つ
と
り
ま
し
て
も
、
各
々
が
別
々
の
方
向

を
向
い
て
い
た
の
で
は
、
家
の
中
が
バ
ラ
バ
ラ
に

な
り
ま
す
。

家
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
人
類
や
世
界
の
国
々
、

そ
し
て
天
人
、
天
使
、
霊
界
に
至
る
ま
で
、
中
心

に
神
が
あ
っ
て
、
全
て
が
一
つ
の
心
に
な
っ
て
、

明
る
く
楽
し
く
、
箱
さ
し
た
よ
う
に
進
む
世
界
で

す
。
御
心
に
沿
う
と
い
う
少
し
観
念
的
な
表
現
に

な
り
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
い
く
つ
か
上
げ
て
み

ま
す
と
、
ま
ず
「
月
日
と
土
の
ご
恩
を
知
る
」
こ

と
で
す
。
私
た
ち
の
衣
食
住
の
全
て
の
生
活
の
根

本
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

現
代
は
「
神
の
存
在
を
忘
れ
た
、
我
よ
し
強
い

も
の
勝
ち
の
悪
の
栄
え
る
世
」
と
厳
し
く
警
告
さ

有
形
・
無
形
の
障
壁
の
撤
廃

世
界
平
和
へ
の
道
に
は
、
有
形
と
無
形
の
障
壁

が
あ
り
、
そ
の
障
壁
を
乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

有
形
の
障
壁
と
は
、
軍
事
力
や
覇
権
主
義
、
植

民
地
主
義
の
こ
と
を
言
い
、
無
形
の
障
壁
と
は
人

種
間
同
士
、
あ
る
い
は
宗
教
同
士
の
敵
愾
心
の
こ

と
を
言
い
ま
す
。

有
形
無
形
の
障
壁
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
先

ず
無
形
の
障
壁
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
先
の
万
教
同
根

の
思
想
と
、
人
類
愛
善
の
精
神
が
必
要
で
す
。

大
本
は
無
形
の
障
壁
を
取
り
除
く
諸
活
動
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
、
芸
術

か
ら
宗
教
協
力
に
発
展
し
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
七
年
か
ら
三
年
三
ヵ
月
の
間
に
フ
ラ

ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア

メ
リ
カ
な
ど
欧
米
六
ヵ
国
十
三
都
市
で
「
出
口
王

仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
」
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
作
品
展
に
お
い
て
王
仁
三
郎
の
書
画

や
耀よ
う
わ
ん盌

、
出
口
す
み
こ
二
代
教
主
の
書
、
出
口
直

日
三
代
教
主
の
茶
碗
な
ど
が
非
常
に
高
い
評
価
を

受
け
ま
し
た
。
中
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
聖
ヨ
ハ

ネ
大
聖
堂
で
、
大
本
祭
式
に
よ
る
開
催
奉
告
祭
が

執
行
さ
れ
、
十
字
架
の
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
祭
壇
の

前
で
日
本
の
神
式
の
祭
典
を
行
っ
た
こ
と
は
、
長

い
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
と
伝
統
の
中
で
、
初
め
て

の
こ
と
で
し
た
。

そ
の
こ
と
が
縁
と
な
り
、
昭
和
五
十
二
年
に
は

聖
ヨ
ハ
ネ
大
聖
堂
の
モ
ー
ト
ン
聖
堂
長
が
大
本
の

聖
地
で
あ
る
綾
部
・
梅
松
苑
に
来
苑
さ
れ
、
大
本

の
神
殿
で
キ
リ
ス
ト
教
の
礼
拝
式
を
執
行
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
祭
典
は
、
当
時
マ
ス
マ
デ
ィ
ア
が
「
聖

な
る
冒
険
」
と
大
き
く
紹
介
し
、
宗
際
化
の
始
ま

ら
失
敗
す
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
す
。
全
て
が
完

全
無
欠
に
成
就
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
天
国
の
姿
だ

と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
に《
世
界
を
一
つ
に
す
る
》

有
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
本
日
の
本
題
で
あ
る
「
一
つ
の
神
」「
一

つ
の
世
界
」「
一
つ
の
言
葉
」
に
つ
い
て
お
話
を
進

め
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
の
神
［
宗
際
化
活
動
］

ま
ず
は
じ
め
の
『
一
つ
の
神
』
と
は
、
国
際
的

な
宗
教
協
力
、
宗
際
化
活
動
を
指
し
て
い
ま
す
。

筆
先
に
『
谷
々
の
小
川
の
水
も
大
川
へ
、
末
で

一
つ
に
成
る
仕
組
』
と
の
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。

山
や
谷
、
丘
に
降
っ
た
一
滴
の
雨
水
は
渓
流
を
作

り
小
川
と
な
り
、
下
流
に
行
く
ほ
ど
川
幅
が
広
が

り
、
そ
し
て
大
海
に
出
て
一
つ
に
な
る
。
自
然
の

雨
水
の
流
れ
に
例
え
て
、
宗
教
も
最
終
的
に
は
一

つ
に
な
る
と
い
う
教
え
で
す
。

『
神
は
元
は
一
株
で
あ
る
か
ら
、
神
の
道
は
皆
一

つ
で
あ
る
か
ら
、
し
ま
い
に
は
皆
一
つ
に
な
る
の

で
あ
る
ぞ
よ
』

太
古
の
神
世
の
昔
は
、
こ
の
世
を
造
ら
れ
た
神

の
主
権
の
も
と
に
、
穏
や
か
に
治
ま
っ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
時
代
が
下
り
、
我
良
し
強
い
者
勝

ち
の
悪
神
が
は
ば
る
世
界
に
な
り
、
神
は
陰
か
ら

守
護
を
さ
れ
る
時
代
を
迎
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
モ
ー

ゼ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
、
釈
迦
、

孔
子
、
孟
子
な
ど
、
そ
の
時
代
、
地
域
に
必
要
な
神
々

を
、
隠
退
さ
れ
た
神
の
分
霊
と
し
て
降
さ
れ
た
と

教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
元
は
一
株
、
万
教
同
根
の

教
え
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
王
仁
三
郎
は

『
み
ろ
く
の
世
に
な
れ
ば
大
本
だ
け
で
な
く
宗
教
自

体
が
必
要
な
く
な
る
』
と
示
し
ま
し
た
。
大
元
神

の
主
義
、
主
張
、
精
神
を
し
っ
か
り
守
る
こ
と
が

重
要
な
の
で
す
。

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」
よ
り

一
つ
の
神
、一
つ
の
世
界
、一
つ
の
言
葉

—
み
ろ
く
の
世
へ
の
道
筋—

講師  森
もり

　 良
よし

秀
ひで

（東京宣教センター次長）
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世
界
連
邦
政
府
は
「
議
会
」「
裁
判
所
」「
警
察
」

の
機
構
を
つ
く
り
、
武
力
や
経
済
力
に
よ
る
力
の

支
配
か
ら
、《
法
の
支
配
》
に
よ
る
国
境
を
超
え
た

互
い
の
連
帯
を
目
指
す
も
の
で
す
。

現
在
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
と
い
う

組
織
（
百
十
九
ヵ
国
加
盟
）
が
あ
り
、
戦
争
犯
罪

は
国
で
は
な
く
個
人
が
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、

イ
ラ
ク
、
イ
ン
ド
と
い
っ
た
国
は
ま
だ
加
盟
し
て

い
ま
せ
ん
。

世
界
連
邦
の
思
想
は
、
世
界
憲
法
草
案
と
し
て

発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
国
家
主
権
の
一
部

を
世
界
政
府
に
委
ね
る
。
二
つ
目
は
各
国
の
軍
備

は
全
廃
し
て
、
世
界
警
察
を
設
置
す
る
。
三
つ
目

は
基
本
的
人
権
を
全
て
に
優
先
さ
せ
る
。
四
つ
目

は
人
間
の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
土
地
や

水
、
空
気
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
人
類
共
有
の
財
産
で

あ
る
か
ら
、
国
や
個
人
が
勝
手
に
す
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
草
案
は
昭
和
二
十
三
年

に
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
近
年
の
動
き
と
し
て
日
本
の
国
会
は
平

成
十
七
年
八
月
、
衆
議
院
本
会
議
で
「
国
連
創
設

及
び
わ
が
国
の
終
戦
・
被
爆
六
十
周
年
に
当
た
り

更
な
る
国
際
平
和
の
構
築
へ
の
貢
献
を
誓
約
す
る

決
議
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
決
議
文
に
は

「
世
界
連
邦
へ
の
道
の
探
求
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、

世
界
で
最
初
に
決
議
し
た
国
で
す
。
世
界
中
の
世

界
連
邦
運
動
推
進
者
は
こ
の
快
挙
に
大
変
驚
き
ま

し
た
。

現
在
世
界
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
Ｅ
Ｕ
、
ア
フ
リ

カ
の
Ａ
Ｕ
、
北
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
な
ど
の

経
済
協
力
を
軸
に
地
域
統
合
が
進
ん
で
い
ま
す
。

将
来
的
に
は
さ
ら
に
大
き
な
世
界
的
な
統
合
が
す

す
み
、
世
界
連
邦
建
設
は
決
し
て
遠
い
夢
の
世
界

で
は
な
く
、
現
実
の
出
来
事
と
し
て
期
待
で
き
る

仏
教
徒
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
神
は
神
で
あ
り
ま
す
。

神
は
す
べ
て
の
人
間
の
た
め
の
神
で
す
」
と
、
素

晴
ら
し
い
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

今
日
ま
さ
に
人
類
は
、
神
の
御
心
の
ま
に
ま
に
、

末
で
一
つ
に
な
る
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
す
。

一
つ
の
世
界
［
世
界
連
邦
運
動
］

二
つ
目
の
『
一
つ
の
世
界
』
と
は
、
世
界
連
邦

運
動
を
指
し
て
い
ま
す
。
筆
先
に
『
七
王
も
八
王

も
王
が
世
界
に
在
れ
ば
、
此
の
世
に
口
舌
が
絶
え

ん
か
ら
、
一
つ
の
王
で
治
め
る
経
綸
が
致
し
て
あ

る
ぞ
よ
』
と
の
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
世
界
に
は
百
九
十
五
カ
国
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
が
絶
対
主
権
を
持
っ
て
い
ま
す
。
世
界
は
今
、

紛
争
や
貧
富
の
格
差
、
環
境
、
核
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

生
命
倫
理
な
ど
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
多
く
の
問
題
は
、
一
国
だ
け
で
は
解
決
で

き
な
い
状
況
で
あ
り
、
国
境
を
越
え
た
新
し
い
世

界
の
枠
組
み
作
り
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
も
明
治
維
新
ま
で
は
同
じ
で
し
た
。
日
本

の
中
に
二
百
藩
余
り
あ
り
、
藩
同
士
で
間
者
を
送

り
、
相
手
の
城
を
潰
す
と
か
殿
様
を
騙
し
討
ち
す

る
な
ど
、
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在

の
日
本
は
世
界
と
比
べ
、
最
も
平
和
な
国
で
す
。

こ
の
平
和
な
仕
組
と
制
度
は
、
明
治
時
代
の
廃

藩
置
県
に
よ
り
中
央
集
権
化
が
な
さ
れ
、
憲
法
や

法
律
が
、
日
本
全
体
に
網
を
か
け
る
ご
と
く
に
く

ま
な
く
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
法
治
体
制
が
確
立
で
き
た
の
で
す
。
い
ま

一
つ
は
、
防
衛
や
治
安
維
持
の
た
め
の
自
衛
隊
や

警
察
官
を
除
い
て
、
武
器
の
携
帯
を
禁
止
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
あ
り
方
を
そ
の
ま

ま
世
界
に
持
っ
て
行
く
こ
と
が
世
界
連
邦
へ
の
近

道
で
す
。

り
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
同
時
期
、
イ
ス
ラ
ム
の
最
高
学
府
で
あ
る

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ズ
ハ
ル
大
学
の
ム
フ
ァ
マ
ド
フ
ァ
ー

ム
前
総
長
と
日
本
宗
教
者
委
員
会
と
正
式
な
交
流

が
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
サ
ダ
ト

大
統
領
に
接
見
し
た
折
り
に
、
日
本
宗
教
委
員
会

の
代
表
が
『
一
隅
を
照
ら
す
』
話
を
さ
れ
、「
私
た

ち
は
宗
教
者
と
し
て
世
界
平
和
の
た
め
に
頑
張
る

の
で
、
あ
な
た
は
大
統
領
の
立
場
で
、
中
東
和
平

に
尽
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
提
言
し
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
に
感
銘
を
受
け
た
サ
ダ
ト
大
統
領
は
、

単
身
イ
ス
ラ
エ
ル
に
渡
り
、
国
会
で
「
戦
争
に
よ
っ

て
勝
者
も
敗
者
も
あ
り
得
な
い
。
破
れ
る
の
は
人

間
で
あ
る
。
神
の
造
り
た
も
う
た
人
間
が
敗
者
な

の
で
あ
る
」
と
演
説
さ
れ
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル

は
、
中
東
戦
争
で
侵
略
し
た
エ
ジ
プ
ト
領
土
の
シ

ナ
イ
半
島
を
円
満
に
返
還
し
、
サ
ダ
ト
大
統
領
と

イ
ス
ラ
エ
ル
の
ベ
ギ
ン
首
相
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞

を
受
賞
し
ま
す
。
こ
の
大
き
な
出
来
事
の
背
景
に
、

日
本
宗
教
委
員
会
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
っ

て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
昭
和
六
十
二
年
世
界
の
宗
教
指
導
者
が

集
合
し
た
「
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
」、
平
成
五
年

に
は
大
本
の
聖
地
綾
部
に
お
い
て
「
世
界
宗
教
者

祈
り
と
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
綾
部
で
の
祭
典
は
歌
祭
形
式
で
行
わ
れ
、
仏
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
、
ロ
シ
ア
正
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ

ダ
ヤ
教
な
ど
世
界
の
宗
教
者
代
表
が
祈
り
の
言
葉

を
捧
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
聖
エ
ジ
デ
ィ
オ
共
同
体
が

主
催
す
る
「
世
界
宗
教
者
の
平
和
の
た
め
の
祈
り

の
集
い
」
で
は
、
ド
イ
ツ
の
ム
ッ
ツ
シ
シ
ョ
フ
大

司
教
が
「
神
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

福
音
主
義
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
神
は
正
教
徒
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

一
つ
の
言
葉
［
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
］

最
後
の
『
一
つ
の
言
葉
』
は
、
世
界
共
通
語
エ

ス
ペ
ラ
ン
ト
の
普
及
で
す
。
言
葉
の
壁
は
、
大
変

大
き
な
問
題
で
、
国
際
交
流
に
大
き
な
障
害
と
な

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
紛
争
、
戦
争
さ
え
起
こ

し
て
し
ま
い
ま
す
。

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ザ
メ
ン
ホ

フ
と
い
う
眼
科
医
が
考
案
し
た
人
造
語
で
す
。
彼

が
生
ま
れ
育
っ
た
当
時
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ロ
シ

ア
領
で
、
様
々
な
民
族
が
住
ん
で
い
て
、
言
葉
が

通
じ
な
い
が
た
め
に
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
争
い
が

絶
え
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を

見
て
、
人
種
も
宗
教
も
言
語
も
超
え
た
、
皆
が
平

等
で
仲
良
く
暮
ら
す
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
世
界

の
共
通
語
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
、
エ
ス
ペ
ラ

ン
ト
を
つ
く
り
ま
し
た
。
世
界
共
通
語
と
し
て
採

用
す
る
と
言
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の

民
族
、
母
国
語
は
大
事
に
し
ま
す
。

今
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
人
類
人
主
義
（
ホ
マ

ラ
ニ
ス
モ
）
と
い
う
思
想
で
す
。
ザ
メ
ン
ホ
フ
は
、

全
人
類
は
一
つ
の
家
族
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
大
神
人
体
、
世
界
は
一
つ
に
な
る
と

い
う
大
本
の
教
え
と
同
じ
で
す
。
大
本
が
エ
ス
ペ

ラ
ン
ト
に
力
を
入
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
も
あ
る
の

で
す
。天

の
意
思

全
人
類
は
兄
弟
同
胞
で
す
。
全
人
類
は
一
家
族

で
す
。
世
界
を
一
つ
に
す
る
と
い
う
天
の
意
思
は
、

間
違
い
な
く
や
っ
て
来
ま
す
。

「
一
つ
の
神
、
一
つ
の
世
界
、
一
つ
の
言
葉
」
と

示
さ
れ
た
大
橋
を
渡
っ
た
先
に
は
、
素
晴
ら
し
い

み
ろ
く
の
世
の
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。
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近
注
目
の
書
籍
を
紹
介

し
な
が
ら
「
東
日
本
大

震
災
を
機
に
、
日
本
人

の
根
底
に
あ
る
感
性
の

蓋
が
開
い
た
よ
う
に
思

う
。
今
こ
そ
大
本
の
出

現
や
霊
界
の
実
在
な
ど

を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
べ
ら
れ
た
。

続
い
て
奉
納
行
事
に
移
り
、
宮
咩
会
関
東
支
部

の
皆
さ
ん
が
八
雲
琴
「
木
の
花
」
を
、
関
東
教
区

直
心
会
の
皆
さ
ん
が
愛
善
歌
「
楽
天
」
と
唱
歌
「
ふ

る
さ
と
」
の
合
唱
を
奉
納
し
た
。

出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る

第
一
一
〇
回
大
本
公
開
講
座
『
出
口
な
お
・
出

口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
』
は
、
四
月
十
八
日

午
後
七
時
か
ら
八
時
三
十
分
ま
で
、
港
区
新
橋
の

航
空
会
館
に
お
い
て
、
藤
原
直
哉
シ
ン
ク
タ
ン
ク

藤
原
事
務
所
会
長
を
講
師
に
「
激
動
の
時
代
を
い

か
に
生
き
る
か—

幸
せ
は
不
幸
の
顔
を
し
て
や
っ

て
く
る
」
と
題
し
て
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は

五
十
九
人
（
内
、
一
般
四
十
七
人
）。

講
座
で
は
、
自
身
の
大
本
と
の
出
会
い
か
ら
信

仰
生
活
の
中
で
感
じ
た
祈
り
や
神
書
拝
読
の
大
切

さ
を
紹
介
さ
れ
た
ほ
か
、
混
迷
を
極
め
る
現
代
の

中
で
、
形
に
と
ら
わ
れ
ず
に
心
を
改
め
る
こ
と
の

重
要
性
な
ど
を
解
説
。「
世
の
中
が
不
幸
に
見
え
る

の
は
、
逆
に
良
く
な
っ
て
い
る
証
で
あ
り
、
そ
の

中
で
良
く
省
み
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
説
い
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
自
分
自
身
反
省
す
る
こ
と

ヨ
シ
ノ
が
活
け
ら
れ
、
本
席
に
花
を
添
え
た
。

ま
た
一
階
の
応
接
室
で
は
、
歴
代
教
主
・
教
主

補
さ
ま
の
お
作
品
展
示
が
行
わ
れ
た
。

今
回
初
入
席
さ
れ
た
方
か
ら
は
、「
都
会
の
真
ん

中
に
、
こ
ん
な
に
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
場
所
が

あ
っ
た
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
。『
秋
を
め
で

る
夕
べ
』
に
も
ぜ
ひ
伺
い
た
い
」
と
い
っ
た
感
激

の
声
が
聞
か
れ
た
。

開
教
120
年
東
光
苑
春
季
大
祭

開
教
百
二
十
年
東
光
苑
春
季
大
祭
は
四
月
八
日
、

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
、
斎
主
・
出
口
眞
人
氏
の

も
と
執
行
さ
れ
、
三
百
八
十
人
が
参
拝
し
た
。

祭
員
は
関
東
教
区
各
主
会
祭
務
部
長
、
少
年
少

女
祭
員
は
東
京
主
会
の
伊
藤
奏
流
く
ん
、
土
方
清

身
さ
ん
、
神
奈
川
主
会
の
堀
幹
子
さ
ん
・
茂
美
さ

ん
姉
妹
、
伶
人
は
宮
咩
会
関
東
支
部
、
大
本
神
諭

拝
読
は
林
崎
隆
之
福
島
主
会
長
、
添
釜
は
宇
野
社

中
の
皆
さ
ん
が
担
当
し
た
。

祭
典
後
、
浅
田
秋
彦
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
が

あ
い
さ
つ
に
立
ち
、
開
教
百
二
十
年
を
迎
え
た
信

徒
の
使
命
や
分
所
・
支
部
に
お
け
る
お
世
話
活
動

の
重
要
性
を
説
き
「
開
教

の
原
点
に
立
ち
か
え
り
、

信
仰
の
初
心
・
基
本
を
大

切
に
〝
大
和
合
〟
し
、
大

神
人
体
と
し
て
、
教
主
さ

ま
が
示
さ
れ
た
『
和
合
の

梅
』
を
見
習
い
歩
ま
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
強
調
し
た
。

次
い
で
出
口
眞
人
氏

が
あ
い
さ
つ
に
な
り
、
最

東
光
苑
祭
典
・
行
事
予
定

５
月教

主
生
誕
祭
、
三
代
教
主
・
教
主
補
聖
誕
祭

	

４
日
（
金
）	

午
前
10
時
半

開
教
120
年
み
ろ
く
大
祭
遥
拝
祭

	

５
日
（
土
）	

午
前
10
時
半

東
光
苑
月
次
祭
・
市
杵
島
姫
命
例
祭

	

13
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

出
口
王
仁
三
郎
の
予
言

—

未
来
の
世
界
・
経
済
・
教
育
は—

	

講
師

浅
田
秋
彦
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
長
）

	

16
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
半

第
５
回
関
東
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
合
宿

	

18
日
（
金
）
〜
20
日
（
日
）

６
月東

光
苑
月
次
祭
・
世
界
平
和
祈
願
祭
・
市
杵

島
姫
命
例
祭

	

10
日
（
日
）	

午
前
10
時
半

「
出
口
な
お
・
出
口
王
仁
三
郎
の
世
界
を
語
る
」

	

講
題

日
本
お
よ
び
日
本
人
の
使
命

—

日
本
は
世
界
の
要—

	

講
師

森

良
秀
（
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー
次
長
）

	

20
日
（
水
）	

午
後
７
時
〜
８
時
半

毎
週
月
・
水
・
金
曜
「
常
設
対
外
講
座
」
開
催
中

	

［
昼
の
部
］
講
話　

午
後
２
時
〜
３
時
半

	

［
夜
の
部
］
実
習　

午
後
７
時
〜
８
時
半

東
光
苑
春
季
祭
式
講
習
会

東

光

苑

春

季

祭

式
講
習
会
は
、
三
月

二
十
四
・
二
十
五
の
両

日
に
開
催
さ
れ
、
の
べ

三
十
九
人(

内
、
一
般

二
人
）
が
参
加
し
た
。

受
講
者
は
、
初
級
ク

ラ
ス
が
基
本
動
作
・
後

取
動
作
・
正
中
動
作
・

祓
式
行
事
・
月
次
祭
ま
で
、
中
級
ク
ラ
ス
が
大
神

鎮
座
祭
・
祖
霊
鎮
祭
・
庭
上
祭
・
結
婚
式
ま
で
、

特
別
ク
ラ
ス
が
葬
祭
の
斎
主
養
成
を
そ
れ
ぞ
れ
実

習
し
た
ほ
か
、
夜
間
に
は
親
睦
会
が
催
さ
れ
た
。

な
お
、
初
級
と
中
級
ク
ラ
ス
の
内
、
九
人
が
大

本
祭
式
認
定
試
験
に
臨
み
、
二
日
間
の
実
習
の
成

果
を
試
し
た
。

東
光
苑
観
桜
茶
会

東
光
苑
観
桜
茶
会
は
、
四
月
一
日
午
前
十
時

三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で
、
東
京
宣
教
セ
ン
タ
ー

一
階
の
東
光
庵
で
催
さ
れ
、
六
十
八
人
が
入
席
し

た
。お

茶
席
は
、
埼
玉
主

会
の
高
野
則
子
氏
指
導

の
も
と
、
埼
玉
・
東
京
・

神
奈
川
主
会
の
み
な
さ

ん
が
接
茶
を
担
当
。

本
席
入
り
口
と
立
礼

席
に
は
、
近
隣
信
徒
か

ら
届
け
ら
れ
た
ソ
メ
イ

真剣な態度で実習に励
む受講者（初級クラス）一服の薄茶とともに春を満喫

八雲琴「木の花」の奉納（宮咩会関東支部）

愛善歌「楽天」と唱歌「ふる
さと」の奉納（関東教区直心会）

が
多
々
あ
り
、
今
後
の
生
活
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た

（
五
十
七
歳
・
男
性
・
一
般
）」
な
ど
の
感
想
が
聞

か
れ
た
。


