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ご 

あ 

い 

さ 

つ

合　

掌

住
職　

岡
本
和
幸

ご
寄
進
者
ご
芳
名

 

金 
参
拾 

萬
円　

平
城
美
智
子
様

ご
寄
進
い
た
だ
き
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
か
ら
の
ご
寄
進
は
仏
具
等
に
使
わ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
当
山
寄
進
帳
に
お
名
前
を
記
入
し
、

永
く
寺
録
に
残
し
ま
す
。

　

願
い
は
人
生
の
羅
針
盤

　
　
　
　
　
　

祈
り
は
心
の
糧

　

追
わ
れ
続
け
た
感
の
あ
る
平
成
二
十
四
年
を
送
り
、
新
た
な
年
は
未
来
に
向
け
、
基

礎
を
固
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
昨
年
は
「
ガ
イ
ア
の
夜
明
け
」
で
紹
介

い
た
だ
く
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
樹
木
葬
と
い
う
言
葉
も
浸
透

し
、
真
光
寺
縁
の
会
は
会
員
一
千
名
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
樹
木

葬
墓
地
も
第
三
期
の
造
成
に
入
り
ま
す
。
ま
た
現
在
の
建
物
が
手
狭
に
な
っ
て
き
た
こ

と
を
鑑
み
、
新
た
な
伽
藍
建
設
の
た
め
の
準
備
を
始
め
ま
す
。
今
春
に
は
庫
裡
の
屋
根

に
太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
を
設
置
し
ま
す
。
こ
れ
は
当
初
の
構
想
に
は
あ
っ
た
も
の
の
、

資
金
不
足
の
た
め
断
念
し
て
い
た
計
画
で
す
が
、
大
震
災
か
ら
原
子
力
発
電
所
の
事
故

に
至
っ
た
状
況
を
受
け
、
未
来
の
た
め
に
、
た
と
え
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
今
で
き
る
こ

と
か
ら
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
導
入
を
決
意
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
１
５
ｋ
ｗ
／

ｈ
の
発
電
が
見
込
ま
れ
、
こ
れ
に
よ
り
真
光
寺
の
年
間
電
気
使
用
料
の
八
割
が
賄
わ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

真
光
寺
入
山
の
当
初
よ
り
、
私
が
願
っ
て
い
た
の
は
僧
侶
と
し
て
の
活
動
が
で
き
る

伽
藍
の
整
備
で
し
た
。
時
代
の
変
化
に
伴
い
価
値
観
も
多
様
化
し
、
昔
な
が
ら
の
地
縁
、

血
縁
、
習
俗
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
社
会
の
寺
院
を
見
る
目
は
厳
し
く
な
り
、
檀

家
制
度
の
疲
弊
を
身
に
し
み
て
感
じ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
仏
教
の
精
神
を
活
動
の

中
心
に
据
え
、
子
供
か
ら
老
人
ま
で
が
心
の
休
息
と
栄
養
補
給
の
で
き
る
聖
地
の
実
現

を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
伽
藍
の
み
な
ら
ず
、
寺
域
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
地
域

の
整
備
ま
で
を
含
め
た
総
合
的
な
環
境
整
備
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

よ
う
や
く
そ
う
し
た
展
開
も
現
実
の
も
の
と
し
て
視
野
に
入
っ
て
き
た
今
こ
そ
、
ソ

フ
ト
整
備
に
も
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
真
光
寺
は

檀
信
徒
の
皆
様
と
固
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
絆
を
よ
り
強
い
も
の
と
し
て

い
く
一
方
で
、
新
し
い
信
徒
の
方
々
と
の
関
係
性
も
広
く
模
索
し
な
け
れ
ば
、
寺
院
の

存
続
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
慣
習
、
儀
礼
離
れ
は
都
市
部
で
す

さ
ま
じ
い
勢
い
で
進
行
し
て
い
ま
す
。
本
来
あ
る
べ
き
思
想
、
主
義
を
基
と
し
て
、
さ

ら
に
負
担
が
少
な
く
、
誰
で
も
納
得
で
き
る
形
を
、
具
体
的
に
は
誰
で
も
納
得
で
き
る

葬
儀
や
供
養
、
さ
ら
に
は
新
し
い
寺
檀
関
係
も
提
案
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
に
宗
教
と
い
え
ば
自
分
が
誰
か
に
頼
る
こ
と
と
考
え
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
心
が
疲
弊
し
た
と
き
に
超
越
的
な
存
在
に
頼
る
の
は
、
痛
み
を
や
わ
ら
げ
る

重
要
な
手
段
で
す
。
し
か
し
仏
教
の
根
幹
は
努
力
し
学
び
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
困
難

を
忍
び
乗
り
越
え
る
心
を
鍛
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
次
の
世
代
の

た
め
に
自
分
は
今
何
を
す
べ
き
か
を
考
え
、
実
際
に
行
動
す
る
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
何
て
つ
ま
ら
な
い
人
生
な
ん
だ
」
と
落
ち
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
何
か
一
つ
い
い

こ
と
が
あ
れ
ば
、
「
こ
れ
ま
で
の
人
生
は
こ
の
時
の
た
め
に
あ
っ
た
の
か
」
と
思
え
、

ま
た
こ
れ
か
ら
の
人
生
も
夢
と
希
望
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
。

た
っ
た
一
つ
の
成
功
が
過
去
も
未
来
も
幸
せ
に
す
る
の
で
す
。
頼
る
ば
か
り
で
努
力
な

し
に
幸
福
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
は
、
た
だ
単
純
に
、
常
に

正
し
く
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
を
説
か
れ
ま
し
た
。
人
生
最
後
の
時
に
「
楽
し

い
人
生
だ
っ
た
」
と
思
え
れ
ば
、
過
去
現
在
未
来
が
す
べ
て
良
い
も
の
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
が
釈
迦
の
究
極
の
教
え
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
な
る
良
い
寺
を
目
指
し
、
職
員
一
同
努
力
を
続
け
ま
す
。
ご
意
見
ご
希
望
は
遠

慮
な
く
お
申
し
付
け
下
さ
い
。
皆
様
の
ご
参
詣
を
お
待
ち
し
ま
す
。　
　
　
　

　
　

1 月 1 水 1 土 1 月

2 火 2 木 2 日 2 火

3 水 3 金 赤米田植 3 月 3 水

4 木 4 土 4 火 4 木

5 金 5 日 5 水 5 金

6 土 七日法要(植樹) 6 月 6 木 6 土

7 日 花まつり檀信徒総会 7 火 七日法要 7 金 7 日 七日法要(盆施食)

8 月 8 水 8 土 七日法要(中元) 8 月

9 火 9 木 9 日 9 火

10 水 10 金 10 月 10 水

11 木 11 土 11 火 11 木

12 金 12 日 12 水 12 金

13 土 畦塗り① 13 月 13 木 13 土

14 日 畦塗り② 14 火 14 金 14 日

15 月 15 水 15 土 15 月

16 火 寺のある暮らし 16 木 16 日 16 火

17 水 寺のある暮らし 17 金 17 月 17 水

18 木 18 土 田植え① 18 火 18 木

19 金 19 日 田植え② 19 水 19 金

20 土 ヨモギ餅作り 20 月 20 木 20 土

21 日 21 火 21 金 21 日

22 月 22 水 22 土 草取&ホタル鑑賞 22 月

23 火 23 木 23 日 草取&ホタル鑑賞 23 火

24 水 24 金 24 月 24 水

25 木 25 土 補植とゲンジボタル観賞 25 火 法話の会 25 木

26 金 26 日 紫米田植え＆ヨガ 26 水 26 金

27 土 巨木トレッキング 27 月 27 木 27 土

28 日 28 火 28 金 28 日

29 月 29 水 29 土 29 月

30 火 法話の会 30 木 法話の会 30 日 30 火

31 金 31 水

4 5 6

草取り＆昆虫探し

生物観察

ホタルナイトウォーク①

ホタルナイトウォーク②

紫米草取り＆ヨガ＆ホタル

7

草取り＆昆虫探し

里山昆虫探し

里山昆虫探し

拝敷と座褥を新調いたしました
(法要時、導師が御拝する際使う座蒲団)
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永
平
寺
日
記
【
二
】　

衆
寮
～
掛
塔
明
け

　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
一
日
の
上
山
か
ら
一
週
間
後
の

三
月
十
八
日
、
無
事
旦
過
寮
（
た
ん
が
り
ょ
う
）
を
終
え

た
私
は
入
堂
の
拝
を
済
ま
せ
、
正
式
な
修
行
僧
（
雲
水
、

う
ん
す
い
）
の
一
歩
手
前
の
暫
到
（
ざ
ん
と
う
）
と
い
う

行  

事  

報  

告

◇
七
日
法
要
〔
十
二
月
〕

◇
七
日
法
要
〔
一
月
〕

◇
修
証
会
『
年
頭
大
般
若
祈
祷
』

◇
一
泊
二
日
忘
年
会
プ
ラ
ン
〔
十
二
月
十
二
日
～
〕

　

午
前
は
授
戒
式
、
午
後
は
大
掃
除
を
し
ま
し
た
。

　

授
戒
式
、
月
例
供
養
の
後
、
午
後
は
新
年
の
安
全
、

諸
願
成
就
を
祈
念
し
年
頭
祈
祷
法
要
、
お
焚
き
あ
げ

供
養
を
行
い
ま
し
た
。

　

恒
例
の
大
般
若
祈
祷
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
皆
様
の
家

内
安
全
・
交
通
安
全
・
諸
願
成
就
を
ご
祈
祷
致
し
ま
し
た
。

法
要
に
ご
参
加
頂
け
な
か
っ
た
方
も
一
年
の
ご
多
幸
を
お

祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
法
要
後
に
は
当
山
の
正
月
の
顔
に
な
り
つ
つ
あ

る
‘
コ
ラ
ア
ゲ
ン
は
い
ご
う
ま
ん
’
さ
ん
の
漫
談
シ
ョ
ー

を
行
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
五
名
と
い
う
小
人
数
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

夜
の
忘
年
会
を
盛
り
上
げ
る
た
め
、
日
中
よ
り
竹
で
器

作
り
。
竹
藪
に
入
り
青
竹
を
切
る
と
こ
ろ
か
ら
、
コ
ッ

プ
や
皿
、
徳
利
ま
で
丁
寧
に
作
り
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
朝
の
お
勤
め
の
後
、
寺
報
の
準
備
や
御

守
り
作
り
を
し
ま
し
た
。
本
年
も
宿
泊
行
事
を
計
画
し

ま
す
。
沢
山
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

細かい作業の御守り
作り、ありがとうご
ざいました。

自分で作った器での
一杯は一味違います。

本山修行から戻り、実践に励む手島師(右)

昨年、被災地で懸命な救助活動をされてた
自衛隊美唄駐屯地で慰問ライブを行い、防
衛大臣より感謝状をいただいたそうです。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
怨
憎
会
苦
、
食
欲
性
欲
な
ど
の
欲
望

が
燃
え
上
が
る
五
蘊
盛
苦
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
ら
な
い

求
不
得
苦
の
八
苦
を
あ
げ
、
人
は
必
ず
こ
の
八
つ
の
苦
に

悩
ま
さ
れ
る
宿
命
を
持
っ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。
さ
ら
に

四
諦
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
苦
は
複
合

的
に
作
用
し
、
人
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
八
つ
の
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
で
滅
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
説
き
ま
す
。
八
つ
の
正
し
い
道
と
は
、
正
し
く
見

る
「
正
見
」
、
正
し
く
考
え
る
「
正
思
惟
」
、
正
し
い
言

葉
を
用
い
る
「
正
語
」
、
正
し
い
行
動
を
す
る
「
正
業
」
、

正
し
い
生
活
を
す
る
「
正
命
」
、
道
に
励
む
「
正
精
進
」
、

正
し
い
思
い
「
正
念
」
、
正
し
い
心
「
正
定
」
の
八
つ
で

す
。
こ
の
八
正
道
を
歩
む
人
、
あ
る
い
は
歩
も
う
と
努
力

す
る
人
を
仏
教
徒
と
い
い
ま
す
。

　

何
が
正
し
い
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
す
。
宮
越
さ
ん
が
、

そ
の
純
真
な
心
で
と
ら
え
た
命
に
つ
い
て
の
詩
で
示
し
て

い
る
こ
と
が
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方
、
人
と
し
て
の
正

し
い
思
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
取
り

替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
、
か
け
が
え
の
な
い
命
を
精

一
杯
生
き
た
い
と
願
う
心
こ
そ
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

八
苦
の
中
で
も
が
く
私
た
ち
は
、
ま
ず
自
分
の
生
き
方

を
変
わ
ら
ぬ
真
理
に
照
ら
し
て
み
て
、
正
し
い
か
ど
う
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
は
づ
べ
く

ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
」
と
お
示
し
に
な
っ
た
の
は

こ
の
こ
と
で
す
。
自
ら
が
ま
だ
至
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
、

命
を
最
大
限
に
生
か
し
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
努
力

を
お
し
ま
ず
、
楽
し
い
人
生
を
目
指
し
て
助
け
合
い
、
人

の
優
し
さ
に
応
え
て
い
く
。
時
に
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
は
反
省
し
、
ご
め
ん
ね
と
あ
や
ま
り
、
あ
り
が
と
う
と

い
え
る
素
直
な
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
。
こ
れ
こ
そ
が
仏

教
徒
と
し
て
の
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

病
院
の
中
の
人
々
に
は
、
病
気
を
治
し
て
子
供
た
ち
の

命
を
救
う
と
い
う
共
通
の
願
い
が
あ
り
、
こ
の
願
い
を
中

心
に
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
仏
教
徒
の
願
い
は

何
か
と
い
え
ば
、
明
眼
の
人
と
な
る
べ
く
力
を
合
わ
せ
て

生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
の
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
と

「
南
無
帰
依
僧
」
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
苦
し
み
に

満
ち
た
世
の
中
、
人
生
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
つ
ら
い
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
は
こ
の
言
葉
を
何

度
も
唱
え
、
命
あ
る
限
り
み
ん
な
で
助
け
合
い
、
よ
い
人

生
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
念
じ
て
下
さ
い
。

　

「
光
陰
矢
の
如
し
」
昔
の
人
は
上
手
い
こ
と
を
言
っ
た

も
の
だ
と
、
し
み
じ
み
と
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
が
真
光
寺
に
入
っ
た
の
は
昨
年
一
月
五
日
で
し
た
。
振

り
返
っ
て
み
ま
す
と
無
我
夢
中
で
駆
け
抜
け
た
一
年
で
し

た
。
お
世
話
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
あ
る
方
の
紹
介
で

し
た
が
、
お
寺
と
い
う
世
界
、
宗
教
の
し
き
た
り
等
ま
っ

た
く
初
め
て
の
経
験
で
す
し
、
以
前
業
務
と
し
て
い
た
イ

ベ
ン
ト
企
画
や
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
比
較
し

ま
す
と
一
八
〇
度
の
開
き
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
く

興
味
が
無
い
わ
け
で
も
な
い
し
と
お
願
い
し
た
次
第
で
す
。

　

そ
し
て
真
光
寺
に
入
り
最
初
に
待
っ
て
い
た
仕
事
が
、

旧
本
堂
跡
の
整
地
作
業
で
石
垣
作
り
で
し
た
。
寒
風
に
身

を
曝
す
毎
日
で
、
も
と
も
と
虚
弱
体
質
な
私
で
し
た
が
石

を
積
み
上
げ
る
事
を
一
心
に
な
ん
と
か
乗
り
切
り
、
今
は

現
場
を
見
る
と
、
私
も
少
し
は
お
役
に
立
て
た
の
か
な
と

自
分
自
身
、
悦
び
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
寺
の
主
業
務
で
あ
る
法
事
等
、
経
験
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
奥
の
深
さ
に
驚
く
と
同
時
に
興
味
も
よ
り
一
層

増
し
て
き
ま
し
た
。
自
慢
で
き
る
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

昔
か
ら
人
一
倍
物
覚
え
が
悪
く
、
還
暦
を
過
ぎ
た
私
に
と

っ
て
お
寺
と
い
う
新
し
い
世
界
の
中
で
覚
え
る
こ
と
も
多

く
、
つ
ま
ず
き
な
が
ら
も
方
丈
さ
ま
を
始
め
職
員
の
皆
さ

ん
に
支
え
ら
れ
足
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
檀
家
の
皆
様
、

縁
の
会
会
員
の
皆
様
と
も
最
近
よ
う
や
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
取
れ
る
よ
う
に
な
り
、
お
参
り
や
見
学
に
来
ら

れ
た
方
と
挨
拶
を
交
わ
し
た
後
な
ど
、
は
っ
き
り
し
た
理

由
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
小
さ
な
喜
び
が
湧
い
て
く
る
と

同
時
に
心
が
す
が
す
が
し
い
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
に
な
る

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
以
前
も
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
広
告

代
理
店
、
協
力
会
社
の
人
た
ち
と
毎
日
の
よ
う
に
打
合
せ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
顔
を
突
き
合
わ
せ
る
丁
々
発
止
渡
り
合

っ
た
こ
と
も
幾
度
と
な
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト

終
了
後
お
礼
の
言
葉
を
掛
け
て
頂
い
た
事
も
あ
り
ま
し
た

が
ビ
ジ
ネ
ス
の
結
果
だ
と
割
り
切
っ
て
い
た
の
か
な
と
今

頃
に
な
っ
て
気
付
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
事
を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
の
も
現
在
の
環
境
だ
と
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
小
さ
な
喜
び
の
気
持
ち
が

途
絶
え
な
い
よ
う
、
ま
た
お
参
り
や

見
学
に
来
ら
れ
た
方
が
そ
ん
な
喜
び

を
感
じ
て
頂
け
る
よ
う
日
々
精
進
し

勤
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

真
光
寺
日
記
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立
場
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
見
習
い
期
間
と
は
い
え
古

参
和
尚
さ
ん
と
同
じ
生
活
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
永
平
寺

に
は
約
二
十
あ
ま
り
の
寮
舎
（
り
ょ
う
し
ゃ
、
会
社
で
い

う
部
署
に
あ
た
る
）
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
旦
過
寮
明
け

の
暫
到
が
必
ず
入
る
寮
舎
が
「
衆
寮
（
し
ゅ
り
ょ
う
、
鐘

洒
（
し
ょ
う
し
ゃ
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
」
と
な

る
。
私
も
三
月
十
八
日
の
午
後
よ
り
衆
寮
に
配
属
に
な
っ

た
。
衆
寮
は
主
に
四
つ
の
公
務
が
あ
る
。
衆
寮
当
番
所
に

詰
め
る
「
当
番
系
」
、
永
平
寺
の
一
日
の
流
れ
を
鐘
や
太

鼓
で
知
ら
せ
る
「
鳴
ら
し
物
系
」
、
修
行
僧
に
食
事
を
配

膳
す
る
「
送
供
（
そ
う
ぐ
）
系
」
、
僧
堂
や
本
衆
寮
の
管

理
を
す
る
「
お
堂
の
管
理
系
」
と
な
る
。
私
が
衆
寮
に
い

た
こ
ろ
は
最
高
三
十
八
人
の
大
所
帯
だ
っ
た
た
め
、
上
記

四
つ
の
公
務
に
当
た
ら
な
い
暫
到
も
多
く
、
そ
の
場
合
は

「
非
番
」
と
な
り
、
本
山
で
行
わ
れ
る
朝
の
お
勤
め
か
ら

夜
の
坐
禅
ま
で
全
て
に
随
喜
（
ず
い
き
、
参
加
す
る
こ

と
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

十
八
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
三
日
間
は
「
衆
寮
公
務

帳
」
と
呼
ば
れ
る
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
、
与
え
ら
れ

た
自
分
の
ノ
ー
ト
に
必
死
に
写
し
、
そ
し
て
内
容
を
覚
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
番
所
で
は
足
を
崩
す
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
た
め
、
公
務
帳
の
写
し
と
暗
記
は
正
座
し
て
行

う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
徹
底
的
に
正
座
を
鍛
え
ら
れ

る
。
痺
れ
た
場
合
は
立
つ
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
の
で
立

つ
が
、
立
っ
た
ま
ま
筆
記
は
で
き
な
い
た
め
、
ま
た
す
ぐ

に
正
座
に
戻
る
。
少
し
で
も
足
を
崩
し
て
い
る
の
を
古
参

和
尚
さ
ん
に
見
つ
か
る
と
、
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
旦
過
寮
か
ら
の
疲
れ
と
、
緊
張
と
、
そ
し

て
足
の
痺
れ
に
耐
え
な
が
ら
三
日
間
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。

た
だ
同
安
居
（
ど
う
あ
ん
ご
、
同
じ
年
度
に
上
山
し
た
い

わ
ゆ
る
同
級
生
）
同
士
は
、
公
務
に
つ
い
て
の
こ
と
な
ら

話
し
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
た
め
、
い
く
ら
か
は

気
持
ち
が
楽
に
は
な
る
が
・
・
・
。

　

さ
て
私
が
最
初
に
与
え
ら
れ
た
公
務
は
「
直
堂
（
じ
き

ど
う
）
」
と
い
っ
て
修
行
僧
が
就
寝
し
た
り
、
食
事
を
し

た
り
、
そ
し
て
坐
禅
を
す
る
「
僧
堂
」
の
管
理
者
だ
っ

た
。
僧
堂
内
の
掃
除
を
し
た
り
、
お
線
香
を
立
て
た
り
、

線
香
立
て
の
灰
を
き
れ
い
に
し
た
り
、
坐
禅
の
開
始
や
終

了
の
合
図
の
鐘
を
鳴
ら
し
た
り
と
い
う
公
務
を
行
う
。
た

だ
公
務
帳
を
覚
え
る
時
間
が
短
時
間
だ
っ
た
た
め
、
公
務

内
容
を
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
お
ら
ず
、
講
送
寮
（
こ
う
そ

り
ょ
う
、
衆
寮
に
配
属
さ
れ
た
修
行
僧
の
管
理
指
導
を
行

う
部
署
）
の
古
参
和
尚
さ
ん
か
ら
付
き
っ
き
り
で
指
導
を

い
た
だ
く
。
翌
日
の
配
役
は
「
直
堂
加
番
（
じ
き
ど
う
か

ば
ん
、
略
し
て
直
加
、
直
堂
の
補
佐
役
）
」
。
飯
台
（
食

事
の
こ
と
）
の
準
備
や
、
鳴
ら
し
物
な
ど
公
務
は
多
岐
に

渡
る
。
翌
日
は
「
直
寮
（
じ
き
り
ょ
う
）
」
。
衆
寮
に
配

属
さ
れ
た
修
行
僧
の
荷
物
が
置
い
て
あ
り
、
こ
こ
で
着
物

に
着
替
え
た
り
、
あ
る
い
は
勉
強
し
た
り
す
る
お
堂
の
管

理
を
行
う
。

　

こ
の
よ
う
に
毎
日
違
う
公
務
を
与
え
ら
れ
、
よ
う
や
く

七
日
目
に
非
番
と
な
っ
た
。
非
番
は
前
段
で
説
明
し
た
よ

う
に
永
平
寺
の
修
行
僧
と
し
て
公
務
以
外
の
す
べ
て
の
行

事
に
随
喜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
表
的
な
一
日
は
、

起
床
（
夏
場
は
午
前
三
時
三
十
分
、
私
は
必
ず
三
時
十
分

に
起
床
し
て
い
た
）
か
ら
順
に
、
暁
天
坐
禅
→
朝
課
（
朝

の
お
経
）
→
僧
堂
飯
台
（
小
食
、
朝
ご
飯
）
→
廻
廊
清
掃

（
永
平
寺
名
物
の
長
い
階
段
や
山
門
の
廊
下
な
ど
主
に
室

内
の
清
掃
）
→
全
山
作
務
（
主
に
外
回
り
の
清
掃
）
→
十

一
時　

日
中
諷
経
（
お
昼
の
お
経
）
→
僧
堂
飯
台
（
中

食
、
昼
ご
飯
）
→
全
山
作
務
（
主
に
外
回
り
の
清
掃
）
→

十
六
時
三
十
分　

晩
課
諷
経
（
夕
方
の
お
経
）
→
各
寮
飯

台
（
薬
石
、
晩
ご
飯
）
→
十
九
時
十
分　

夜
坐
二
炷
（
一

炷
四
十
分
の
坐
禅
を
二
回
、
二
炷
目
の
間
に
普
勧
坐
禅
儀

の
読
誦
）
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
夜
坐
が
終
わ
る
の
が

概
ね
午
後
九
時
と
な
り
こ
れ
が
開
枕
（
か
い
ち
ん
、
枕
を

開
く
と
い
う
意
味
で
こ
れ
以
降
で
あ
れ
ば
寝
て
い
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
、
が
実
際
は
寝
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と

な
る
。
大
き
な
行
事
な
ど
が
入
っ
た
場
合
は
、
時
間
が
短

縮
さ
れ
た
り
、
行
持
自
体
が
な
く
な
っ
た
り
し
て
対
応
す

る
。
行
持
の
間
が
休
憩
時
間
と
な
る
が
、
ま
ず
は
公
務
を

覚
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
一
人
で
覚
え
た
り
先
上

山
（
同
安
居
で
も
私
よ
り
前
に
上
山
し
た
人
）
の
人
に
聞

い
た
り
し
て
必
死
に
覚
え
て
い
っ
た
。
た
だ
眠
さ
だ
け
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
必
死
に
堪
え
る
の
だ
が
、
つ
い
つ

い
正
座
し
た
ま
ま
目
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
必

ず
古
参
和
尚
さ
ん
よ
り
ご
指
導
を
い
た
だ
く
。
安
居
中
は

こ
の
眠
さ
と
の
戦
い
が
す
べ
て
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
ぐ
ら
い
、
眠
か
っ
た
、
、
、
、
。

　

さ
て
衆
寮
で
は
与
え
ら
れ
た
公
務
を
行
い
、
そ
の
合
間

に
行
持
に
随
喜
し
あ
る
い
は
公
務
を
覚
え
と
、
毎
日
が
永

平
寺
で
の
生
活
（
修
行
）
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
基
礎

訓
練
が
続
い
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
三
十
八
人
の
衆
寮

に
属
す
る
同
安
居
と
話
す
機
会
も
増
え
て
き
た
。
一
番
多

い
の
は
同
日
上
山
（
八
番
）
の
八
人
で
話
す
機
会
が
多

か
っ
た
が
、
私
が
い
た
こ
ろ
の
衆
寮
は
八
番
上
山
が
一
番

の
先
上
山
だ
っ
た
た
め
、
以
下
十
四
番
上
山
ま
で
の
面
々

が
主
に
公
務
の
こ
と
に
つ
い
て
私
た
ち
に
聞
い
て
き
た
。

ほ
と
ん
ど
が
、
い
や
全
員
が
私
よ
り
年
下
だ
っ
た
の
で
次

第
に
私
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
心
み
た
い
に
な
っ
て
い

き
、
立
場
的
に
も
八
番
の
一
だ
っ
た
た
め
に
、
衆
寮
の

ト
ッ
プ
で
あ
る
「
鐘
点
長
」
と
い
う
役
目
に
つ
く
こ
と
に

な
っ
た
。
私
が
い
た
こ
ろ
の
鐘
点
長
は
一
日
の
終
わ
り
に

行
う
反
省
会
の
司
会
を
す
る
こ
と
が
唯
一
の
公
務
と
な
っ

て
い
る
。
反
省
会
は
、
開
枕
の
午
後
九
時
よ
り
十
時
二
十

分
く
ら
い
ま
で
あ
り
、
正
座
で
行
わ
れ
る
。
公
務
に
当

た
っ
て
い
た
者
の
反
省
な
ど
を
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
も
古

参
和
尚
さ
ん
か
ら
の
ご
指
導
を
い
た
だ
く
。
永
平
寺
で
は

基
本
、
連
帯
責
任
の
た
め
、
誰
か
が
大
き
な
ミ
ス
を
す
る

と
全
員
が
正
座
に
加
え
て
、
合
掌
を
し
な
が
ら
と
な
り
こ

れ
が
反
省
会
の
す
べ
て
の
時
間
に
適
用
さ
れ
る
。
一
時
間

以
上
の
合
掌
正
座
は
大
変
な
苦
痛
を
伴
う
が
、
我
慢
、
我

慢
、
我
慢
、
こ
れ
も
修
行
と
い
う
訳
だ
。
そ
れ
に
加
え
個

人
的
に
も
合
掌
正
座
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
も
あ

り
、
こ
れ
が
何
回
か
続
く
と
正
座
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
く

る
の
だ
か
ら
不
思
議
な
も
の
だ
。

　

衆
寮
に
配
属
さ
れ
て
一
箇
月
、
四
月
中
旬
を
過
ぎ
る

と
、
永
平
寺
の
雰
囲
気
は
一
変
す
る
。
四
月
下
旬
の
一
週

間
に
行
わ
れ
る
「
お
授
戒
」
と
い
う
年
に
一
度
の
行
持
が

あ
る
か
ら
だ
。
お
授
戒
は
全
国
の
曹
洞
宗
の
信
徒
さ
ん
が

永
平
寺
に
来
山
し
、
禅
師
様
よ
り
直
接
「
戒
」
を
授
か

り
、
戒
を
授
か
っ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
「
戒
名
」
を
い
た

だ
く
儀
式
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
全
国
各
地
か
ら
の
随
喜

ご
寺
院
さ
ん
も
大
勢
見
え
ら
れ
、
「
ケ
」
の
永
平
寺
か
ら

「
ハ
レ
」
の
永
平
寺
と
様
変
わ
り
す
る
。
私
た
ち
衆
寮
の

暫
到
は
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
。
随
喜
ご
寺
院

さ
ん
の
接
待
を
す
る
「
行
者
（
あ
ん
じ
ゃ
）
」
、
随
喜
ご

寺
院
の
食
事
の
給
仕
を
す
る
「
菩
提
坐
飯
台
の
係
」
、
全

国
か
ら
集
ま
っ
た
信
徒
さ
ん
の
食
事
を
給
仕
す
る
「
戒
弟

飯
台
の
係
」
、
通
常
の
衆
寮
の
公
務
を
行
う
「
内
献
係
」

に
分
け
ら
れ
た
。
私
は
法
堂
（
は
っ
と
う
）
に
随
喜
さ
れ

る
ご
寺
院
さ
ん
の
接
待
を
行
う
行
者
と
な
り
、
荷
物
の
持

ち
運
び
の
手
伝
い
や
お
茶
を
出
し
た
り
と
、
随
喜
ご
寺
院

さ
ん
に
気
持
ち
良
く
随
喜
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
公
務
を

行
っ
た
。
こ
の
期
間
二
つ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い

出
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
一
つ
は
お
授
戒
中
の
後
半
、
三

十
八
度
五
分
の
熱
を
出
し
少
し
寝
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
永
平
寺
山
内
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

に
感
染
し
た
者
が
多
数
出
て
い
た
。
私
も
も
し
か
し
た
ら

と
思
い
、
同
じ
行
者
を
し
て
い
た
同
安
居
と
一
緒
に
医
務

室
に
行
き
検
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
私
は
幸
い
に
感
染
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
彼
は
感
染
が
確
認
さ
れ
即
刻
隔
離
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
熱
は
な
か
な
か
下
が
ら
な
か
っ
た
が
、
何

と
か
気
力
も
含
め
て
お
授
戒
終
了
ま
で
持
ち
堪
え
る
こ
と

が
で
き
た
。
も
う
一
つ
の
思
い
出
は
、
見
知
っ
た
顔
の
者

が
私
を
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
こ
と
だ
。
彼
は
東
長
寺
に
お

勤
め
さ
れ
て
い
る
平
島
慶
壽
和
尚
。
行
者
の
公
務
を
し
て

い
る
最
中
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く

熱
も
あ
っ
た
せ
い
か
ボ
ー
っ
と
し
て
お
り
、
突
然
目
の
前

に
作
務
衣
を
着
た
誰
か
が
私
の
前
に
立
っ
た
。
「
手
島
さ

ん
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
が
、
普
段
永
平
寺
で
は
下
の
名

前
し
か
呼
ば
れ
な
い
た
め
、
久
し
ぶ
り
に
苗
字
を
呼
ば
れ

た
曰
く
言
い
難
い
気
持
ち
の
中
、
よ
く
顔
を
見
る
と
そ
れ

が
平
島
さ
ん
だ
と
気
付
い
た
の
は
、
少
し
だ
け
空
白
の
時

間
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
で
も
す
ぐ
に
「
何

で
？
」
と
声
を
か
け
、
続
け
て
「
何
で
い
る
の
？
」
と
。

話
を
聞
く
と
、
平
島
さ
ん
は
永
平
寺
安
居
中
、
禅
師
様
の

お
世
話
を
す
る
「
不
老
閣
行
者
」
を
長
く
お
勤
め
さ
れ
て

お
り
、
お
授
戒
な
ど
大
き
な
行
事
の
際
は
、
必
ず
随
喜
さ

れ
て
い
る
旨
を
聞
き
、
突
然
の
訪
問
に
も
や
っ
と
の
思
い

で
納
得
す
る
始
末
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
お
土
産
で
大

量
の
パ
ン
や
そ
の
他
お
菓
子
を
差
し
入
れ
て
く
れ
て
、
後

日
衆
寮
の
み
ん
な
で
お
い
し
く
い
た
だ
い
た
。
三
月
の
上

山
以
来
、
見
知
っ
た
人
と
の
会
話
は
初
め
て
で
、
正
直
彼

が
去
っ
た
後
、
涙
が
頬
を
伝
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
緊
張
と

疲
れ
の
中
、
初
め
て
味
合
う
「
気
が
抜
け
た
」
瞬
間
だ
っ

た
。

お
祭
り
騒
ぎ
の
お
授
戒
は
無
事
終
了
し
、
四
月
三
十
日
に

は
ま
た
普
段
の
日
常
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
一
点
だ
け
、

翌
五
月
一
日
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

が
「
掛
塔
明
け
」
だ
。
こ
れ
ま
で
の
暫
到
か
ら
正
式
に
永

平
寺
の
修
行
僧
（
雲
水
）
と
な
り
、
「
新
到
（
し
ん
と

う
）
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
家
族

と
の
手
紙
の
や
り
取
り
や
面
会
、
差
し
入
れ
を
し
て
頂
く

な
ど
、
大
き
く
「
自
由
」
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
衆
寮
か
ら
次
の
寮
舎
に
移
る
転
役
も
そ
ろ
そ
ろ
あ

り
そ
う
だ
、
と
噂
が
飛
び
回
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

　

公
務
も
含
め
て
、
振
鈴
か
ら
開
枕
ま
で
、
一
つ
一
つ
の

進
退
に
は
意
味
が
あ
り
そ
の
一
つ
一
つ
を
誠
実
に
丁
寧
に

行
う
。
疲
れ
て
い
よ
う
が
眠
か
ろ
う
が
、
そ
れ
を
淡
々
と

行
う
。
掃
除
も
修
行
で
あ
り
、
食
事
を
配
膳
す
る
の
も
修

行
で
あ
り
、
坐
禅
も
同
じ
く
修
行
で
あ
る
。
永
平
寺
の
生

活
の
す
べ
て
が
修
行
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
今
で
は
そ
の

事
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
が
、
実
際
に
安
居
し
て
い

る
時
は
そ
の
余
裕
さ
え
な
く
、
「
何
故
こ
ん
な
こ
と
を
し

な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
」
と
か
「
面
倒
く
さ
い
」
と
か
、

感
情
の
起
伏
が
激
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
き
た
。
そ
し
て

そ
う
感
じ
て
い
る
「
自
己
」
と
い
う
問
題
と
い
よ
い
よ
向

き
合
っ
て
い
く
時
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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今
回
は
「
南
無
帰
依
僧
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

「
南
無
」
と
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
帰
依
」
を
意
味
し

ま
す
。
「
帰
依
」
と
は
「
仏
教
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
信

仰
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
僧
」
と
は
出
家
者
、

僧
侶
の
こ
と
で
す
が
、
同
時
に
仏
教
信
者
の
団
体
で
あ
る

教
団
へ
の
帰
順
を
述
べ
る
言
葉
で
す
。
仏
教
信
者
と
は
ど

う
い
う
生
き
方
を
す
る
人
た
ち
な
の
か
を
考
え
れ
ば
、
南

無
帰
依
僧
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

　

明
眼
の
人

　

曹
洞
宗
を
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
道
元
禅
師
様
が
、
後
に

二
祖
と
な
ら
れ
る
懐
奘
禅
師
様
に
親
し
く
法
を
説
か
れ
た

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
に
、

　

は
づ
べ
く
ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
。

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
辞
書
を
見
る
と
、
「
は
づ
」

と
は
元
来
、
相
手
に
対
し
て
自
分
が
劣
っ
て
い
る
点
を
自

覚
し
、
引
け
目
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら
の
行
い

を
他
と
比
較
し
て
、
己
を
省
み
る
こ
と
と
あ
り
ま
す
。

「
明
眼
の
人
」
は
真
実
を
悟
れ
る
人
と
い
う
意
味
で
す
。

真
実
を
知
り
尽
く
し
た
人
の
言
葉
を
参
考
に
し
て
己
を
反

省
し
な
さ
い
と
い
う
お
示
し
で
す
。
も
う
少
し
深
く
考
え

て
み
る
と
、
明
眼
の
人
は
世
の
中
の
真
実
あ
り
よ
う
を
知

る
人
で
あ
り
、
人
の
都
合
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
を

知
り
、
そ
の
立
場
か
ら
諸
事
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人

と
言
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
は
づ
べ
く
ん
ば
明
眼
の
人

を
は
づ
べ
し
」
と
い
う
お
示
し
は
、
真
理
や
法
と
い
う
真

実
に
照
ら
し
て
己
を
は
ず
づ
べ
し
と
も
読
み
替
え
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。

電
池
が
切
れ
る
ま
で

『
電
池
が
切
れ
る
ま
で

 

 

　

子
供
病
院
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

 

 

 
 

（
す
ず
ら
ん
の
会
編
・
角
川
書
店
）

と
い
う
題
名
の
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
（
小
学
四
年
生
）
の
詩
を
紹
介

致
し
ま
す
。

　

命 

 

 

宮
越
由
貴
奈
（
小
学
四
年
生
）

命
は
と
て
も
大
切
だ

人
間
が
生
き
る
た
め
の
電
池
み
た
い
だ

で
も
電
池
は
い
つ
か
切
れ
る

命
も
い
つ
か
は
な
く
な
る

電
池
は
す
ぐ
に
と
り
か
え
ら
れ
る
け
ど

命
は
そ
う
簡
単
に
は
と
り
か
え
ら
れ
な
い

何
年
も
何
年
も

月
日
が
た
っ
て
や
っ
と

神
様
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
だ

命
が
な
い
と
人
間
は
生
き
ら
れ
な
い

で
も

命
な
ん
か
い
ら
な
い
。

と
言
っ
て

命
を
む
だ
に
す
る
人
も
い
る

ま
だ
た
く
さ
ん
命
が
つ
か
え
る
の
に

そ
ん
な
人
を
見
る
と
悲
し
く
な
る

命
は
休
む
こ
と
な
く
働
い
て
い
る
の
に

だ
か
ら　

私
は
命
が
疲
れ
た
と
言
う
ま
で

せ
い
い
っ
ぱ
い
生
き
よ
う

　

宮
越
由
貴
奈
さ
ん
は
精
一
杯
生
き
て
、
小
学
五
年
生
の

時
に
亡
く
な
り
ま
し
た

　

こ
の
文
集
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
り
ま
す
。

　

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん 

田
村　

由
香
（
小
学
五
年
生
）

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
は

合
計
二
年
間
も
病
院
に
い
る

治
療
で
苦
し
い
と
き
も
あ
る

そ
れ
な
の
に

人
が
泣
い
て
い
る
と
き
は

自
分
の
こ
と
な
ん
か
忘
れ
て

す
ぐ
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る

で
も　

た
ま
あ
に

夜　

静
か
に
泣
い
て
い
た
と
き
も
あ
っ
た

い
つ
も
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
が

泣
く
と

こ
っ
ち
が
ど
う
し
て
い
い
の
か

わ
か
ら
な
く
な
る

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
の
泣
い
て
い
る
姿
を

た
だ　

じ
っ
と
見
て
い
る
だ
け
だ

ご
め
ん
ね　

な
ぐ
さ
め
ら
れ
な
く
て

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん　

ご
め
ん
ね
。

　

退
院
を
前
に
し
て

上
原
久
美
子
（
高
校
二
年
生
）

今
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
私
も

苦
し
い
と
き
は　

苦
し
く
て

思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
自
分
が
悔
し
く
て

普
通
に
暮
ら
せ
る
妹
や
友
達
が
う
ら
や
ま
し
く
て

な
ん
で
私
が
・
・
・
っ
て
思
っ
て
た

で
も　

な
ん
で
私
だ
け
が
、
と
は
思
わ
な
か
っ
た

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
周
り
を
見
れ
ば

髪
が
な
い
人
ば
か
り
で

小
さ
い
な
り
に　

私
は
倖
せ
な
ん
だ
と

わ
か
っ
て
い
た
か
ら

私
よ
り
も
長
く
入
院
し
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
て

皆
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら

辛
く
て　

悲
し
く
て　

苦
し
く
て

そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
乗
り
越
え
て

今
の
自
分
が
い
る

プ
ラ
ス
思
考
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た

あ
な
た
に
感
謝
す
る

い
つ
も
支
え
て
く
れ
た
皆
に
感
謝
す
る

あ
な
た
よ
り
も
先
に
退
院
す
る
の
は

と
て
も
う
し
ろ
め
た
く
も
あ
り　

な
ん
だ
か
悲
し
い

で
も　

先
に
い
く
ね

外
は　

こ
こ
よ
り
も
厳
し
く
て
大
変
だ
け
ど

が
ん
ば
る
ね

こ
こ
で
経
験
し
た
こ
と　

感
じ
と
っ
た
こ
と
を

絶
対
に
忘
れ
ず　

が
ん
ば
る
ね

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
十
七
年
間

ず
っ
と　

ず
っ
と　

つ
き
あ
っ
て
き
た
病
気

ま
だ
ま
だ　

つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど

と
り
あ
え
ず

今
日
で　

さ
よ
な
ら

あ
な
た
も
が
ん
ば
っ
て

あ
り
が
と
ね

あ
り
が
と
ね

　

お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
「
ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
」
と

い
う
詩
は
ま
さ
に
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
こ
と
を
詠
ん
だ
詩

で
、
「
プ
ラ
ス
思
考
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た
あ
な

た
」
と
い
う
の
も
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
こ
と
だ
そ
う
で

す
。
こ
の
本
に
は
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
お
か
あ
さ
ん
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
文
章
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
歳
の
時
、
神
経
芽
細
胞
腫
と
診
断
さ
れ
十
一
歳
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。

　

信
大
病
院
で
の
抗
ガ
ン
剤
治
療
や
腎
臓
を
片
方
取
る
手

術
に
始
ま
り
、
こ
ど
も
病
院
に
移
っ
て
の
骨
髄
移
植
や
そ

の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
辛
い
治
療
を
受
け
な
が
ら
、
入
退

院
を
繰
り
返
し
て
た
こ
ろ
、
書
い
た
物
で
す
。
命
と
い
う

作
品
を
書
い
た
頃
、
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
と
言
え

ば
、
い
じ
め
だ
と
か
自
殺
だ
と
か
が
多
く
、
同
じ
頃
病
院

で
は
、
一
緒
に
入
院
し
て
い
た
友
達
が
何
人
か
亡
く
な
り

ま
し
た
。
生
き
た
く
て
も
生
き
ら
れ
な
い
友
達
が
い
る
の

に
自
殺
な
ん
て
・
・
・
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
そ
れ
に

ち
ょ
う
ど
院
内
学
級
で
電
池
の
勉
強
を
し
た
ば
か
り
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
詩
を
書
い
た
四
ヶ
月
後
に
亡
く
な
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
に
書
い
た
と
お
り
充
分
精
一
杯
生
き
ま

し
た
。
書
く
こ
と
が
得
意
で
な
か
っ
た
娘
の
こ
と
『
命
』

と
い
う
詩
は
十
一
年
と
い
う
短
い
け
れ
ど
凝
縮
さ
れ
た
人

生
の
中
で
得
た
勉
強
の
成
果
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

（
全
文
掲
載
）

　

宮
越
由
貴
奈
さ
ん
は
、
抗
ガ
ン
剤
治
療
や
骨
髄
移
植
な

ど
に
耐
え
、
が
ん
と
戦
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
の
苦
し
さ
や

つ
ら
さ
に
一
人
で
涙
す
る
時
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
プ
ラ

ス
思
考
で
み
ん
な
を
励
ま
し
、
明
る
く
振
る
舞
っ
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
そ
ん
な
宮
越
さ
ん
に
対
し
て
、

「
励
ま
し
て
あ
げ
ら
れ
な
く
て
ご
め
ん
ね
」
と
い
う
田
村

由
香
さ
ん
、
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
上
原
久
美
子
さ
ん

の
や
さ
し
い
気
持
ち
も
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
『
電
池
が
切
れ
る
ま
で
』
と
い
う
本
は
、
限
り
あ

る
命
と
向
き
合
う
子
供
た
ち
の
文
章
を
集
め
た
も
の
で
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
章
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
へ
の
真
摯

な
気
持
ち
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
は
病
気
と
闘
い
な

が
ら
も
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
家
族
と
、
看
護
師
、
医
師

へ
の
感
謝
の
言
葉
を
忘
れ
な
い
子
供
た
ち
の
心
に
、
人
の

優
し
さ
の
原
点
を
見
る
思
い
が
し
ま
す
。
人
は
人
の
優
し

さ
を
受
け
る
こ
と
で
生
き
る
力
を
も
ら
い
ま
す
。
ど
ん
な

人
に
も
必
ず
優
し
さ
を
く
れ
た
人
が
い
る
は
ず
で
す
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
人
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
遊
び
た
い
、
楽

し
み
た
い
、
ゆ
っ
く
り
し
た
い
と
願
い
、
つ
ら
い
こ
と
も

我
慢
し
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
人
に
心
の
底
か
ら

感
謝
し
て
、
あ
り
が
と
う
と
言
う
。
さ
ら
に
は
そ
の
気
持

ち
に
答
え
よ
う
と
思
う
。
こ
の
本
の
中
に
綴
ら
れ
る
子
供

た
ち
の
心
こ
そ
、
人
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
基
本
だ
と
思

う
の
で
す
。
子
供
た
ち
こ
そ
明
眼
の
人
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

四
諦
八
正
道

人
は
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
仏
教

で
は
生
老
病
死
の
四
苦
に
加
え
、
愛
す
る
人
と
別
れ
な
け

れ
ば
行
け
な
い
愛
別
離
苦
、
会
い
た
く
な
い
人
と
会
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
怨
憎
会
苦
、
食
欲
性
欲
な
ど
の
欲
望
が

燃
え
上
が
る
五
蘊
盛
苦
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
ら
な
い
求

不
得
苦
の
八
苦
を
あ
げ
,
人
は
必
ず
こ
の
八
つ
の
苦
に
悩

ま
さ
れ
る
宿
命
を
持
っ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。
さ
ら
に
四

諦
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
苦
は
複
合
的

に
作
用
し
、
人
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ

は
八
つ
の
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
で
滅
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
説
き
ま
す
。
八
つ
の
正
し
い
道
と
は
、
正
し
く
見
る

「
正
見
」
、
正
し
く
考
え
る
「
正
思
惟
」
、
正
し
い
言
葉

を
用
い
る
「
正
語
」
、
正
し
い
行
動
を
す
る
「
正
業
」
、

正
し
い
生
活
を
す
る
「
正
命
」
、
道
に
励
む
「
正
精
進

」
、
正
し
い
思
い
「
正
念
」
、
正
し
い
心
「
正
定
」
の
八

つ
で
す
。
こ
の
八
正
道
を
歩
む
人
、
あ
る
い
は
歩
も
う
と

努
力
す
る
人
を
仏
教
徒
と
い
い
ま
す
。

　

何
が
正
し
い
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
す
。
宮
越
さ
ん

が
、
そ
の
純
真
な
心
で
と
ら
え
た
命
に
つ
い
て
の
詩
で
示

し
て
い
る
こ
と
が
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方
、
人
と
し
て

の
正
し
い
思
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
、
か
け
が
え
の
な
い
命

を
精
一
杯
生
き
た
い
と
願
う
心
こ
そ
、
正
し
い
命
の
と
ら

え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

八
苦
の
中
で
も
が
く
私
た
ち
は
、
ま
ず
自
分
の
生
き
方

を
変
わ
ら
ぬ
心
理
に
照
ら
し
て
み
て
、
正
し
い
か
ど
う
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
は
づ
べ
く

ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
」
と
お
示
し
に
な
っ
た
の
は

こ
の
こ
と
で
す
。
自
ら
が
ま
だ
至
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
、

命
を
最
大
限
に
生
か
し
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
努
力

を
お
し
ま
ず
、
楽
し
い
人
生
を
目
指
し
て
助
け
合
い
、
人

の
優
し
さ
に
応
え
て
い
く
。
時
に
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
は
反
省
し
、
ご
め
ん
ね
と
あ
や
ま
り
、
あ
り
が
と
う
と

い
え
る
素
直
な
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
。
こ
れ
こ
そ
が
仏

教
徒
と
し
て
の
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

病
院
の
中
の
人
々
に
は
、
病
気
を
治
し
て
子
供
た
ち
の

命
を
救
う
と
い
う
共
通
の
願
い
が
あ
り
、
こ
の
願
い
を
中

心
に
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
仏
教
徒
の
願
い
は

何
か
と
い
え
ば
、
明
眼
の
人
と
な
る
べ
く
力
を
合
わ
せ
て

生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
の
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
と

「
南
無
帰
依
僧
」
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
苦
し
み
に

満
ち
た
世
の
中
、
人
生
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
つ
ら
い
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
は
こ
の
言
葉
を
何

度
も
唱
え
、
命
あ
る
限
り
み
ん
な
で
助
け
合
い
、
よ
い
人

生
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
念
じ
て
下
さ
い
。

立
場
に
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
見
習
い
期
間
と
は
い
え
古

参
和
尚
さ
ん
と
同
じ
生
活
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
永
平
寺

に
は
約
二
十
あ
ま
り
の
寮
舎
（
り
ょ
う
し
ゃ
、
会
社
で
い

う
部
署
に
あ
た
る
）
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
旦
過
寮
明
け

の
暫
到
が
必
ず
入
る
寮
舎
が
「
衆
寮
（
し
ゅ
り
ょ
う
、
鐘

洒
（
し
ょ
う
し
ゃ
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
」
と
な

る
。
私
も
三
月
十
八
日
の
午
後
よ
り
衆
寮
に
配
属
に
な
っ

た
。
衆
寮
は
主
に
四
つ
の
公
務
が
あ
る
。
衆
寮
当
番
所
に

詰
め
る
「
当
番
系
」
、
永
平
寺
の
一
日
の
流
れ
を
鐘
や
太

鼓
で
知
ら
せ
る
「
鳴
ら
し
物
系
」
、
修
行
僧
に
食
事
を
配

膳
す
る
「
送
供
（
そ
う
ぐ
）
系
」
、
僧
堂
や
本
衆
寮
の
管

理
を
す
る
「
お
堂
の
管
理
系
」
と
な
る
。
私
が
衆
寮
に
い

た
こ
ろ
は
最
高
三
十
八
人
の
大
所
帯
だ
っ
た
た
め
、
上
記

四
つ
の
公
務
に
当
た
ら
な
い
暫
到
も
多
く
、
そ
の
場
合
は

「
非
番
」
と
な
り
、
本
山
で
行
わ
れ
る
朝
の
お
勤
め
か
ら

夜
の
坐
禅
ま
で
全
て
に
随
喜
（
ず
い
き
、
参
加
す
る
こ

と
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

十
八
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
三
日
間
は
「
衆
寮
公
務

帳
」
と
呼
ば
れ
る
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
、
与
え
ら
れ

た
自
分
の
ノ
ー
ト
に
必
死
に
写
し
、
そ
し
て
内
容
を
覚
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
番
所
で
は
足
を
崩
す
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
た
め
、
公
務
帳
の
写
し
と
暗
記
は
正
座
し
て
行

う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
徹
底
的
に
正
座
を
鍛
え
ら
れ

る
。
痺
れ
た
場
合
は
立
つ
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
の
で
立

つ
が
、
立
っ
た
ま
ま
筆
記
は
で
き
な
い
た
め
、
ま
た
す
ぐ

に
正
座
に
戻
る
。
少
し
で
も
足
を
崩
し
て
い
る
の
を
古
参

和
尚
さ
ん
に
見
つ
か
る
と
、
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
旦
過
寮
か
ら
の
疲
れ
と
、
緊
張
と
、
そ
し

て
足
の
痺
れ
に
耐
え
な
が
ら
三
日
間
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。

た
だ
同
安
居
（
ど
う
あ
ん
ご
、
同
じ
年
度
に
上
山
し
た
い

わ
ゆ
る
同
級
生
）
同
士
は
、
公
務
に
つ
い
て
の
こ
と
な
ら

話
し
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
た
め
、
い
く
ら
か
は

気
持
ち
が
楽
に
は
な
る
が
・
・
・
。

　

さ
て
私
が
最
初
に
与
え
ら
れ
た
公
務
は
「
直
堂
（
じ
き

ど
う
）
」
と
い
っ
て
修
行
僧
が
就
寝
し
た
り
、
食
事
を
し

た
り
、
そ
し
て
坐
禅
を
す
る
「
僧
堂
」
の
管
理
者
だ
っ

た
。
僧
堂
内
の
掃
除
を
し
た
り
、
お
線
香
を
立
て
た
り
、

線
香
立
て
の
灰
を
き
れ
い
に
し
た
り
、
坐
禅
の
開
始
や
終

了
の
合
図
の
鐘
を
鳴
ら
し
た
り
と
い
う
公
務
を
行
う
。
た

だ
公
務
帳
を
覚
え
る
時
間
が
短
時
間
だ
っ
た
た
め
、
公
務

内
容
を
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
お
ら
ず
、
講
送
寮
（
こ
う
そ

り
ょ
う
、
衆
寮
に
配
属
さ
れ
た
修
行
僧
の
管
理
指
導
を
行

う
部
署
）
の
古
参
和
尚
さ
ん
か
ら
付
き
っ
き
り
で
指
導
を

い
た
だ
く
。
翌
日
の
配
役
は
「
直
堂
加
番
（
じ
き
ど
う
か

ば
ん
、
略
し
て
直
加
、
直
堂
の
補
佐
役
）
」
。
飯
台
（
食

事
の
こ
と
）
の
準
備
や
、
鳴
ら
し
物
な
ど
公
務
は
多
岐
に

渡
る
。
翌
日
は
「
直
寮
（
じ
き
り
ょ
う
）
」
。
衆
寮
に
配

属
さ
れ
た
修
行
僧
の
荷
物
が
置
い
て
あ
り
、
こ
こ
で
着
物

に
着
替
え
た
り
、
あ
る
い
は
勉
強
し
た
り
す
る
お
堂
の
管

理
を
行
う
。

　

こ
の
よ
う
に
毎
日
違
う
公
務
を
与
え
ら
れ
、
よ
う
や
く

七
日
目
に
非
番
と
な
っ
た
。
非
番
は
前
段
で
説
明
し
た
よ

う
に
永
平
寺
の
修
行
僧
と
し
て
公
務
以
外
の
す
べ
て
の
行

事
に
随
喜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
表
的
な
一
日
は
、

起
床
（
夏
場
は
午
前
三
時
三
十
分
、
私
は
必
ず
三
時
十
分

に
起
床
し
て
い
た
）
か
ら
順
に
、
暁
天
坐
禅
→
朝
課
（
朝

の
お
経
）
→
僧
堂
飯
台
（
小
食
、
朝
ご
飯
）
→
廻
廊
清
掃

（
永
平
寺
名
物
の
長
い
階
段
や
山
門
の
廊
下
な
ど
主
に
室

内
の
清
掃
）
→
全
山
作
務
（
主
に
外
回
り
の
清
掃
）
→
十

一
時　

日
中
諷
経
（
お
昼
の
お
経
）
→
僧
堂
飯
台
（
中

食
、
昼
ご
飯
）
→
全
山
作
務
（
主
に
外
回
り
の
清
掃
）
→

十
六
時
三
十
分　

晩
課
諷
経
（
夕
方
の
お
経
）
→
各
寮
飯

台
（
薬
石
、
晩
ご
飯
）
→
十
九
時
十
分　

夜
坐
二
炷
（
一

炷
四
十
分
の
坐
禅
を
二
回
、
二
炷
目
の
間
に
普
勧
坐
禅
儀

の
読
誦
）
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
の
夜
坐
が
終
わ
る
の
が

概
ね
午
後
九
時
と
な
り
こ
れ
が
開
枕
（
か
い
ち
ん
、
枕
を

開
く
と
い
う
意
味
で
こ
れ
以
降
で
あ
れ
ば
寝
て
い
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
、
が
実
際
は
寝
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と

な
る
。
大
き
な
行
事
な
ど
が
入
っ
た
場
合
は
、
時
間
が
短

縮
さ
れ
た
り
、
行
持
自
体
が
な
く
な
っ
た
り
し
て
対
応
す

る
。
行
持
の
間
が
休
憩
時
間
と
な
る
が
、
ま
ず
は
公
務
を

覚
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
一
人
で
覚
え
た
り
先
上

山
（
同
安
居
で
も
私
よ
り
前
に
上
山
し
た
人
）
の
人
に
聞

い
た
り
し
て
必
死
に
覚
え
て
い
っ
た
。
た
だ
眠
さ
だ
け
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
必
死
に
堪
え
る
の
だ
が
、
つ
い
つ

い
正
座
し
た
ま
ま
目
を
閉
じ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
必

ず
古
参
和
尚
さ
ん
よ
り
ご
指
導
を
い
た
だ
く
。
安
居
中
は

こ
の
眠
さ
と
の
戦
い
が
す
べ
て
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
ぐ
ら
い
、
眠
か
っ
た
、
、
、
、
。

　

さ
て
衆
寮
で
は
与
え
ら
れ
た
公
務
を
行
い
、
そ
の
合
間

に
行
持
に
随
喜
し
あ
る
い
は
公
務
を
覚
え
と
、
毎
日
が
永

平
寺
で
の
生
活
（
修
行
）
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
基
礎

訓
練
が
続
い
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
三
十
八
人
の
衆
寮

に
属
す
る
同
安
居
と
話
す
機
会
も
増
え
て
き
た
。
一
番
多

い
の
は
同
日
上
山
（
八
番
）
の
八
人
で
話
す
機
会
が
多

か
っ
た
が
、
私
が
い
た
こ
ろ
の
衆
寮
は
八
番
上
山
が
一
番

の
先
上
山
だ
っ
た
た
め
、
以
下
十
四
番
上
山
ま
で
の
面
々

が
主
に
公
務
の
こ
と
に
つ
い
て
私
た
ち
に
聞
い
て
き
た
。

ほ
と
ん
ど
が
、
い
や
全
員
が
私
よ
り
年
下
だ
っ
た
の
で
次

第
に
私
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
心
み
た
い
に
な
っ
て
い

き
、
立
場
的
に
も
八
番
の
一
だ
っ
た
た
め
に
、
衆
寮
の

ト
ッ
プ
で
あ
る
「
鐘
点
長
」
と
い
う
役
目
に
つ
く
こ
と
に

な
っ
た
。
私
が
い
た
こ
ろ
の
鐘
点
長
は
一
日
の
終
わ
り
に

行
う
反
省
会
の
司
会
を
す
る
こ
と
が
唯
一
の
公
務
と
な
っ

て
い
る
。
反
省
会
は
、
開
枕
の
午
後
九
時
よ
り
十
時
二
十

分
く
ら
い
ま
で
あ
り
、
正
座
で
行
わ
れ
る
。
公
務
に
当

た
っ
て
い
た
者
の
反
省
な
ど
を
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
も
古

参
和
尚
さ
ん
か
ら
の
ご
指
導
を
い
た
だ
く
。
永
平
寺
で
は

基
本
、
連
帯
責
任
の
た
め
、
誰
か
が
大
き
な
ミ
ス
を
す
る

と
全
員
が
正
座
に
加
え
て
、
合
掌
を
し
な
が
ら
と
な
り
こ

れ
が
反
省
会
の
す
べ
て
の
時
間
に
適
用
さ
れ
る
。
一
時
間

以
上
の
合
掌
正
座
は
大
変
な
苦
痛
を
伴
う
が
、
我
慢
、
我

慢
、
我
慢
、
こ
れ
も
修
行
と
い
う
訳
だ
。
そ
れ
に
加
え
個

人
的
に
も
合
掌
正
座
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
も
あ

り
、
こ
れ
が
何
回
か
続
く
と
正
座
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
く

る
の
だ
か
ら
不
思
議
な
も
の
だ
。

　

衆
寮
に
配
属
さ
れ
て
一
箇
月
、
四
月
中
旬
を
過
ぎ
る

と
、
永
平
寺
の
雰
囲
気
は
一
変
す
る
。
四
月
下
旬
の
一
週

間
に
行
わ
れ
る
「
お
授
戒
」
と
い
う
年
に
一
度
の
行
持
が

あ
る
か
ら
だ
。
お
授
戒
は
全
国
の
曹
洞
宗
の
信
徒
さ
ん
が

永
平
寺
に
来
山
し
、
禅
師
様
よ
り
直
接
「
戒
」
を
授
か

り
、
戒
を
授
か
っ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
「
戒
名
」
を
い
た

だ
く
儀
式
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
全
国
各
地
か
ら
の
随
喜

ご
寺
院
さ
ん
も
大
勢
見
え
ら
れ
、
「
ケ
」
の
永
平
寺
か
ら

「
ハ
レ
」
の
永
平
寺
と
様
変
わ
り
す
る
。
私
た
ち
衆
寮
の

暫
到
は
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
。
随
喜
ご
寺
院

さ
ん
の
接
待
を
す
る
「
行
者
（
あ
ん
じ
ゃ
）
」
、
随
喜
ご

寺
院
の
食
事
の
給
仕
を
す
る
「
菩
提
坐
飯
台
の
係
」
、
全

国
か
ら
集
ま
っ
た
信
徒
さ
ん
の
食
事
を
給
仕
す
る
「
戒
弟

飯
台
の
係
」
、
通
常
の
衆
寮
の
公
務
を
行
う
「
内
献
係
」

に
分
け
ら
れ
た
。
私
は
法
堂
（
は
っ
と
う
）
に
随
喜
さ
れ

る
ご
寺
院
さ
ん
の
接
待
を
行
う
行
者
と
な
り
、
荷
物
の
持

ち
運
び
の
手
伝
い
や
お
茶
を
出
し
た
り
と
、
随
喜
ご
寺
院

さ
ん
に
気
持
ち
良
く
随
喜
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
公
務
を

行
っ
た
。
こ
の
期
間
二
つ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い

出
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
一
つ
は
お
授
戒
中
の
後
半
、
三

十
八
度
五
分
の
熱
を
出
し
少
し
寝
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
永
平
寺
山
内
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

に
感
染
し
た
者
が
多
数
出
て
い
た
。
私
も
も
し
か
し
た
ら

と
思
い
、
同
じ
行
者
を
し
て
い
た
同
安
居
と
一
緒
に
医
務

室
に
行
き
検
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
私
は
幸
い
に
感
染
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
彼
は
感
染
が
確
認
さ
れ
即
刻
隔
離
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
熱
は
な
か
な
か
下
が
ら
な
か
っ
た
が
、
何

と
か
気
力
も
含
め
て
お
授
戒
終
了
ま
で
持
ち
堪
え
る
こ
と

が
で
き
た
。
も
う
一
つ
の
思
い
出
は
、
見
知
っ
た
顔
の
者

が
私
を
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
こ
と
だ
。
彼
は
東
長
寺
に
お

勤
め
さ
れ
て
い
る
平
島
慶
壽
和
尚
。
行
者
の
公
務
を
し
て

い
る
最
中
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く

熱
も
あ
っ
た
せ
い
か
ボ
ー
っ
と
し
て
お
り
、
突
然
目
の
前

に
作
務
衣
を
着
た
誰
か
が
私
の
前
に
立
っ
た
。
「
手
島
さ

ん
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
が
、
普
段
永
平
寺
で
は
下
の
名

前
し
か
呼
ば
れ
な
い
た
め
、
久
し
ぶ
り
に
苗
字
を
呼
ば
れ

た
曰
く
言
い
難
い
気
持
ち
の
中
、
よ
く
顔
を
見
る
と
そ
れ

が
平
島
さ
ん
だ
と
気
付
い
た
の
は
、
少
し
だ
け
空
白
の
時

間
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
で
も
す
ぐ
に
「
何

で
？
」
と
声
を
か
け
、
続
け
て
「
何
で
い
る
の
？
」
と
。

話
を
聞
く
と
、
平
島
さ
ん
は
永
平
寺
安
居
中
、
禅
師
様
の

お
世
話
を
す
る
「
不
老
閣
行
者
」
を
長
く
お
勤
め
さ
れ
て

お
り
、
お
授
戒
な
ど
大
き
な
行
事
の
際
は
、
必
ず
随
喜
さ

れ
て
い
る
旨
を
聞
き
、
突
然
の
訪
問
に
も
や
っ
と
の
思
い

で
納
得
す
る
始
末
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
お
土
産
で
大

量
の
パ
ン
や
そ
の
他
お
菓
子
を
差
し
入
れ
て
く
れ
て
、
後

日
衆
寮
の
み
ん
な
で
お
い
し
く
い
た
だ
い
た
。
三
月
の
上

山
以
来
、
見
知
っ
た
人
と
の
会
話
は
初
め
て
で
、
正
直
彼

が
去
っ
た
後
、
涙
が
頬
を
伝
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
緊
張
と

疲
れ
の
中
、
初
め
て
味
合
う
「
気
が
抜
け
た
」
瞬
間
だ
っ

た
。

お
祭
り
騒
ぎ
の
お
授
戒
は
無
事
終
了
し
、
四
月
三
十
日
に

は
ま
た
普
段
の
日
常
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
一
点
だ
け
、

翌
五
月
一
日
か
ら
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

が
「
掛
塔
明
け
」
だ
。
こ
れ
ま
で
の
暫
到
か
ら
正
式
に
永

平
寺
の
修
行
僧
（
雲
水
）
と
な
り
、
「
新
到
（
し
ん
と

う
）
」
と
呼
ば
れ
る
立
場
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
家
族

と
の
手
紙
の
や
り
取
り
や
面
会
、
差
し
入
れ
を
し
て
頂
く

な
ど
、
大
き
く
「
自
由
」
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
衆
寮
か
ら
次
の
寮
舎
に
移
る
転
役
も
そ
ろ
そ
ろ
あ

り
そ
う
だ
、
と
噂
が
飛
び
回
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

　

公
務
も
含
め
て
、
振
鈴
か
ら
開
枕
ま
で
、
一
つ
一
つ
の

進
退
に
は
意
味
が
あ
り
そ
の
一
つ
一
つ
を
誠
実
に
丁
寧
に

行
う
。
疲
れ
て
い
よ
う
が
眠
か
ろ
う
が
、
そ
れ
を
淡
々
と

行
う
。
掃
除
も
修
行
で
あ
り
、
食
事
を
配
膳
す
る
の
も
修

行
で
あ
り
、
坐
禅
も
同
じ
く
修
行
で
あ
る
。
永
平
寺
の
生

活
の
す
べ
て
が
修
行
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
今
で
は
そ
の

事
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
が
、
実
際
に
安
居
し
て
い

る
時
は
そ
の
余
裕
さ
え
な
く
、
「
何
故
こ
ん
な
こ
と
を
し

な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
」
と
か
「
面
倒
く
さ
い
」
と
か
、

感
情
の
起
伏
が
激
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
き
た
。
そ
し
て

そ
う
感
じ
て
い
る
「
自
己
」
と
い
う
問
題
と
い
よ
い
よ
向

き
合
っ
て
い
く
時
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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イ
ベ
ン
ト
日
程

　

お
米
作
り
の
季
節
も
過
ぎ
去
り
、
広

葉
樹
の
葉
も
落
ち
る
と
、
里
山
の
景
色

は
初
夏
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
こ
れ
か
ら

ど
ん
ど
ん
育
っ
て
い
く
ぞ
！
と
い
っ
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
溢
れ
る
様
子
と
は
打
っ
て

変
わ
っ
て
、
す
べ
て
の
生
命
が
ひ
っ
そ

り
と
息
を
潜
め
て
い
る
よ
う
な
、
落
ち

着
い
た
静
け
さ
が
映
し
出
さ
れ
ま
す
。

上
総
自
然
学
校
の
イ
ベ
ン
ト
も
ア
ウ
ト

ド
ア
の
も
の
よ
り
も
、
室
内
で
の
物
作

り
と
い
っ
た
比
較
的
落
ち
着
い
た
内
容

の
イ
ベ
ン
ト
に
変
わ
り
ま
す
。
や
は
り

冬
は
室
内
で
ぬ
く
ぬ
く
と
し
て
い
た
い
、

そ
ん
な
本
音
も
あ
り
ま
す
が
、
冬
だ
か

ら
こ
そ
楽
し
め
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

春
夏
に
は
ち
ょ
っ
と
気
を
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
毒
蛇
や
ス
ズ
メ
バ
チ
も
大

人
し
く
し
て
い
ま
す
の
で
、
山
に
入
る

よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
や
、
ま
た
刈
っ
た
竹

を
田
ん
ぼ
で
燃
や
し
て
焚
火
を
す
る
な

ど
、
冬
な
ら
で
は
の
里
山
時
間
で
す
。

今
冬
は
上
総
自
然
学
校
で
も
新
し
い
冬

の
遊
び
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
し
た
。

そ
の
名
も
『
里
山
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

ト
レ
イ
ル
コ
ー
ス
作
り
』
で
す
。
田
ん

ぼ
の
周
り
の
あ
ぜ
道
を
マ
ウ
ン
テ
ン
バ

イ
ク
で
走
っ
ち
ゃ
お
う
！
と
い
う
企
画

で
ご
ざ
い
ま
す
。
冬
の
里
山
活
用
法
の

ひ
と
つ
で
す
。
今
冬
は
初
心
者
用
の
田

ん
ぼ
の
周
囲
を
回
る
コ
ー
ス
で
す
が
、

来
冬
は
山
に
入
っ
て
中
級
者
用
の
コ
ー

ス
を
作
る
予
定
で
す
。
こ
れ
は
山
の
整

備
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
子
供
も
大
人

も
楽
し
め
る
贅
沢
な
冬
の
里
山
時
間
と

な
り
そ
う
で
す
。

『
畦
塗
』
★

　

・
四
月
十
三
日(

土) 　

十
時
～
十
六
時

　
　
　

   

十
四
日(

日) 　
　

※
各
日
日
帰
り　

『
焚
火
で
豆
腐
パ
ン
焼
き
』
☆

　

・
三
月
二
十
四
日
（
日
） 

十
三
時
～
十
五
時

『
ヨ
モ
ギ
餅
作
り
』
☆

　

・
四
月
二
十
日
（
土
） 

十
四
時
～
十
六
時
半

『
巨
木
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
』
◎

　

・
四
月
二
十
七
日
（
土
） 

十
三
時
～
十
六
時

『
赤
米
田
植
え
＆
サ
ツ
マ
イ
モ
植
え
』
◆

　

・
五
月
三
日
（
金
） 

十
三
時
～
十
六
時

『
田
植
え
』
★

　

・
五
月
十
八
日
（
土
） 

十
時
～
十
六
時

　
　
　
　

十
九
日
（
日
）　

※
各
日
日
帰
り　

『
補
植
＆
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
鑑
賞
』
●
夕
食
付

　

・
五
月
二
十
五
日
（
土
） 

十
五
時
半
～
二
十
時

『
紫
米
田
植
え
＆
ヨ
ガ
』
□

　

・
五
月
二
十
六
日
（
日
） 

十
三
時
～
十
七
時

『
田
ん
ぼ
の
水
路
の
生
物
観
察
』
◎

　

・
六
月
一
日
（
土
） 

十
三
時
～
十
六
時

『
ホ
タ
ル
ナ
イ
ト
ウ
ォ
ー
ク
』
◎

　

・
六
月
十
五
日
（
土
） 

十
八
時
半
～
二
十
時

　
　
　
　

十
六
日
（
日
）　
　

※
各
日
日
帰
り

『
草
取
り
＆
ホ
タ
ル
観
賞
』
■
三
食
付

　

・
六
月
二
十
二
日
（
土
） 

十
一
時
～
翌
十
三
時

　
　
　
　

二
十
三
日
（
日
）　
　

※
一
泊
二
日

『
紫
米
草
取
り
＆
ヨ
ガ
＆
ホ
タ
ル
観
賞
』
○
精
進
料
理
付

　

・
六
月
三
十
日
（
日
） 

十
四
時
～
二
十
時

『
草
取
り
＆
夜
の
昆
虫
探
し
』
■
三
食
付

　

・
七
月
十
三
日
（
土
） 

十
一
時
～
翌
十
三
時

　
　
　
　

十
四
日
（
日
）　
　

※
一
泊
二
日

『
里
山
の
昆
虫
探
し
』
◎

　

・
七
月
二
十
七
日
（
土
） 

十
時
～
十
三
時

　
　
　
　

三
十
一
日
（
水
）　
　

※
各
日
日
帰
り

　
　

八
月　
　

四
日
（
日
）　

干
柿
作
り

手
作
り
凧
あ
げ

お
寺
ヨ
ガ

紫
米
稲
刈
り
と
ヨ
ガ

ビニールで簡単に作れるグニ
ャグニャ凧。思い思いの絵を
描いてオリジナルの凧作り。
ちゃんと飛んだよ！

渋柿を採ってきて干し柿作
り。お家で柿が吊るされて
いる風景が楽しいですし、
干し柿になるまでの変化も
楽しい。渋柿は近所の方々
に譲っていただきました。
ありがとうございます。

ヨガと坐禅や写経、
精進料理を組み合
わせたプログラム。
静寂な時間の中で
自身と向き合いま
す。

農作業とヨガを組み合わせたプ
ログラム。農作業で程よくリラ
ックスしたところでスローヨガ
に入ります。時にはとことんリ
ラックスして交感神経を休める
ことも大切です。
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里 山の生物

エビ目(十脚目)・カニ下目・サワガニ科
に分類されるカニの一種。日本固有種。
甲幅は20～30mm、脚を含めた幅は50
～70mmほど。色は地域個体群によって
異なります。和名通り水がきれいな渓流 
(沢)・小川に多いので、水質階級Ⅰ(きれ
いな水)の指標生物ともなっています。上
総自然学校のフィールドでも、山からの
湧水が入り込む上流に主に生息していま
す。食性は雑食性で、藻類や水生昆虫、
陸生昆虫、ミミズなど何でも食べます。
一方、天敵はヒキガエル、イノシシ、サ
ギ類などがいます。寿命は数年から10年
ほどです。

☆千葉県レッドデータブック・D　
　一般保護生物

サ ワ ガ 二

☆
収
益
金
は
「
上
総
自
然
学
校
」
の
里
山
再
生
活
動

　

費
に
充
当
し
ま
す
。

☆
玄
米
の
放
射
線
測
定
結
果
（
自
主
検
査
）

　

ヨ
ウ
素
・
セ
シ
ウ
ム

134

・
セ
シ
ウ
ム

137　

検
出
せ
ず

　

（
検
出
限
界
値　

1
ベ
ク
レ
ル/

kg
）

【
品
種
】
こ
し
ひ
か
り

【
農
薬
】
い
も
ち
病
予
防
の
種
子
消
毒
。
田
植
か
ら           

　
　
　
　

収
穫
ま
で
田
ん
ぼ
で
は
農
薬
は
使
用
し
て

　
　
　
　

い
ま
せ
ん
。

【
肥
料
】
有
機
肥
料

【
精
米
】
一
時
間
か
け
て
低
温
で
自
家
精
米

【
価
格
】
玄
米　

五
百
五
十
円/

kg

　
　
　
　

白
米　

六 

百 

円/

kg

お
米　

販
売
し
て
い
ま
す
！

里 

山 

米

【
ご
注
文
方
法
】

①
氏
名 

②
住
所 

③
電
話
番
号 

④
白
米
か
玄
米   

⑤
数
量
（
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
）

を
明
記
し
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
電
話
・
メ
ー
ル
に
て

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
（
連
絡
先
は
最
後
の
ペ
ー

ジ
に
記
載
あ
り
）

〈
参
加
費
〉

各
イ
ベ
ン
ト
名
の
下
に
あ
る
記
号
で
す
。

■
大
人 

六
千
円/

小
学
生 

三
千
円

○
大
人 

四
千
五
百
円/

小
学
生 

三
千
円

□
大
人 

三
千
五
百
円/

小
学
生 

二
千
円

★
大
人 

二
千
円/

小
学
生 

千
円

●
大
人 

千
二
百
円/

小
学
生 

千
円　
　

◆
大
人 

千
円/

小
学
生 

五
百
円

◇
千
円

☆
八
百
円

◎
五
百
円

※
小
学
生
以
下
無
料

※
す
べ
て
保
険
代
込

〈
申
込
み
方
法
〉

参
加
さ
れ
る
方
の 

①
氏
名 

②
住
所 

③
連
絡
先 

④
生
年
月
日 

⑤
血
液
型 

⑥
緊
急
連
絡
先
（
ご
本
人
様

が
怪
我
を
し
た
時
な
ど
の
連
絡
先
）

を
明
記
の
上
、
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・

電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
（
連
絡
先

は
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
記
載
あ
り
）

里
山
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

      

ト
レ
イ
ル
コ
ー
ス
作
り

ゴ
マ
豆
腐
作
り

ゴマ豆腐といえば永平寺が本場です。
永平寺で修行してきたお坊さんにご
指導いただきました。時間と手間暇
をかけて作るからこそ、贅沢な一品
となります。

冬こそ里山で遊ぼう！をモ
ットーにマウンテンバイク
のトレイルコースを自分た
ちで手作りします。水路に
橋をかけたり、斜面を削っ
て道を作ったり、田んぼを
水平にするために土を削っ
て、その土をコースに盛っ
て拡幅したりと、作業はい
ろいろ。材料は端材や間伐
材など。田んぼを自転車で
走り回るなんて、なんて新
鮮！子供も大人もご家族で
も楽しめます。そして健康
にもいいですよー。
　コースは日本マウンテン
バイク協会公認インストラ
クターの方にアドバイスを
頂きながらみんなでわいわ
いと作っています。
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修
証
義
に
学
ぶ

　　

今
回
は
「
南
無
帰
依
僧
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

「
南
無
」
と
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
帰
依
」
を
意
味
し

ま
す
。
「
帰
依
」
と
は
「
仏
教
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
信

仰
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
僧
」
と
は
出
家
者
、

僧
侶
の
こ
と
で
す
が
、
同
時
に
仏
教
信
者
の
団
体
で
あ
る

教
団
へ
の
帰
順
を
述
べ
る
言
葉
で
す
。
仏
教
信
者
と
は
ど

う
い
う
生
き
方
を
す
る
人
た
ち
な
の
か
を
考
え
れ
ば
、
南

無
帰
依
僧
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

　

明
眼
の
人

　

曹
洞
宗
を
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
道
元
禅
師
様
が
、
後
に

二
祖
と
な
ら
れ
る
懐
奘
禅
師
様
に
親
し
く
法
を
説
か
れ
た

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
に
、

　

は
づ
べ
く
ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
。

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
辞
書
を
見
る
と
、
「
は
づ
」

と
は
元
来
、
相
手
に
対
し
て
自
分
が
劣
っ
て
い
る
点
を
自

覚
し
、
引
け
目
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら
の
行
い

を
他
と
比
較
し
て
、
己
を
省
み
る
こ
と
と
あ
り
ま
す
。

「
明
眼
の
人
」
は
真
実
を
悟
れ
る
人
と
い
う
意
味
で
す
。

真
実
を
知
り
尽
く
し
た
人
の
言
葉
を
参
考
に
し
て
己
を
反

省
し
な
さ
い
と
い
う
お
示
し
で
す
。
も
う
少
し
深
く
考
え

て
み
る
と
、
明
眼
の
人
は
世
の
中
の
真
実
あ
り
よ
う
を
知

る
人
で
あ
り
、
人
の
都
合
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
を

知
り
、
そ
の
立
場
か
ら
諸
事
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人

と
言
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
は
づ
べ
く
ん
ば
明
眼
の
人

を
は
づ
べ
し
」
と
い
う
お
示
し
は
、
真
理
や
法
と
い
う
真

実
に
照
ら
し
て
己
を
は
ず
づ
べ
し
と
も
読
み
替
え
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。

電
池
が
切
れ
る
ま
で

『
電
池
が
切
れ
る
ま
で

 

 

　

子
供
病
院
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

 

 

 
 

（
す
ず
ら
ん
の
会
編
・
角
川
書
店
）

と
い
う
題
名
の
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
（
小
学
四
年
生
）
の
詩
を
紹
介

致
し
ま
す
。

　

命 

 

 

宮
越
由
貴
奈
（
小
学
四
年
生
）

命
は
と
て
も
大
切
だ

人
間
が
生
き
る
た
め
の
電
池
み
た
い
だ

で
も
電
池
は
い
つ
か
切
れ
る

命
も
い
つ
か
は
な
く
な
る

電
池
は
す
ぐ
に
と
り
か
え
ら
れ
る
け
ど

命
は
そ
う
簡
単
に
は
と
り
か
え
ら
れ
な
い

何
年
も
何
年
も

月
日
が
た
っ
て
や
っ
と

神
様
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
だ

命
が
な
い
と
人
間
は
生
き
ら
れ
な
い

で
も

命
な
ん
か
い
ら
な
い
。

と
言
っ
て

命
を
む
だ
に
す
る
人
も
い
る

ま
だ
た
く
さ
ん
命
が
つ
か
え
る
の
に

そ
ん
な
人
を
見
る
と
悲
し
く
な
る

命
は
休
む
こ
と
な
く
働
い
て
い
る
の
に

だ
か
ら　

私
は
命
が
疲
れ
た
と
言
う
ま
で

せ
い
い
っ
ぱ
い
生
き
よ
う

　

宮
越
由
貴
奈
さ
ん
は
精
一
杯
生
き
て
、
小
学
五
年
生
の

時
に
亡
く
な
り
ま
し
た

　

こ
の
文
集
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
り
ま
す
。

　

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん 

田
村　

由
香
（
小
学
五
年
生
）

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
は

合
計
二
年
間
も
病
院
に
い
る

治
療
で
苦
し
い
と
き
も
あ
る

そ
れ
な
の
に

人
が
泣
い
て
い
る
と
き
は

自
分
の
こ
と
な
ん
か
忘
れ
て

す
ぐ
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る

で
も　

た
ま
あ
に

夜　

静
か
に
泣
い
て
い
た
と
き
も
あ
っ
た

い
つ
も
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
が

泣
く
と

こ
っ
ち
が
ど
う
し
て
い
い
の
か

わ
か
ら
な
く
な
る

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
の
泣
い
て
い
る
姿
を

た
だ　

じ
っ
と
見
て
い
る
だ
け
だ

ご
め
ん
ね　

な
ぐ
さ
め
ら
れ
な
く
て

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん　

ご
め
ん
ね
。

　

退
院
を
前
に
し
て

上
原
久
美
子
（
高
校
二
年
生
）

今
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
私
も

苦
し
い
と
き
は　

苦
し
く
て

思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
自
分
が
悔
し
く
て

普
通
に
暮
ら
せ
る
妹
や
友
達
が
う
ら
や
ま
し
く
て

な
ん
で
私
が
・
・
・
っ
て
思
っ
て
た

で
も　

な
ん
で
私
だ
け
が
、
と
は
思
わ
な
か
っ
た

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
周
り
を
見
れ
ば

髪
が
な
い
人
ば
か
り
で

小
さ
い
な
り
に　

私
は
倖
せ
な
ん
だ
と

わ
か
っ
て
い
た
か
ら

私
よ
り
も
長
く
入
院
し
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
て

皆
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら

辛
く
て　

悲
し
く
て　

苦
し
く
て

そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
乗
り
越
え
て

今
の
自
分
が
い
る

プ
ラ
ス
思
考
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た

あ
な
た
に
感
謝
す
る

い
つ
も
支
え
て
く
れ
た
皆
に
感
謝
す
る

あ
な
た
よ
り
も
先
に
退
院
す
る
の
は

と
て
も
う
し
ろ
め
た
く
も
あ
り　

な
ん
だ
か
悲
し
い

で
も　

先
に
い
く
ね

外
は　

こ
こ
よ
り
も
厳
し
く
て
大
変
だ
け
ど

が
ん
ば
る
ね

こ
こ
で
経
験
し
た
こ
と　

感
じ
と
っ
た
こ
と
を

絶
対
に
忘
れ
ず　

が
ん
ば
る
ね

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
十
七
年
間

ず
っ
と　

ず
っ
と　

つ
き
あ
っ
て
き
た
病
気

ま
だ
ま
だ　

つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど

と
り
あ
え
ず

今
日
で　

さ
よ
な
ら

あ
な
た
も
が
ん
ば
っ
て

あ
り
が
と
ね

あ
り
が
と
ね

　

お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
「
ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
」
と

い
う
詩
は
ま
さ
に
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
こ
と
を
詠
ん
だ
詩

で
、
「
プ
ラ
ス
思
考
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た
あ
な

た
」
と
い
う
の
も
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
こ
と
だ
そ
う
で

す
。
こ
の
本
に
は
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
お
か
あ
さ
ん
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
文
章
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
歳
の
時
、
神
経
芽
細
胞
腫
と
診
断
さ
れ
十
一
歳
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。

　

信
大
病
院
で
の
抗
ガ
ン
剤
治
療
や
腎
臓
を
片
方
取
る
手

術
に
始
ま
り
、
こ
ど
も
病
院
に
移
っ
て
の
骨
髄
移
植
や
そ

の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
辛
い
治
療
を
受
け
な
が
ら
、
入
退

院
を
繰
り
返
し
て
た
こ
ろ
、
書
い
た
物
で
す
。
命
と
い
う

作
品
を
書
い
た
頃
、
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
と
言
え

ば
、
い
じ
め
だ
と
か
自
殺
だ
と
か
が
多
く
、
同
じ
頃
病
院

で
は
、
一
緒
に
入
院
し
て
い
た
友
達
が
何
人
か
亡
く
な
り

ま
し
た
。
生
き
た
く
て
も
生
き
ら
れ
な
い
友
達
が
い
る
の

に
自
殺
な
ん
て
・
・
・
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
そ
れ
に

ち
ょ
う
ど
院
内
学
級
で
電
池
の
勉
強
を
し
た
ば
か
り
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
詩
を
書
い
た
四
ヶ
月
後
に
亡
く
な
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
に
書
い
た
と
お
り
充
分
精
一
杯
生
き
ま

し
た
。
書
く
こ
と
が
得
意
で
な
か
っ
た
娘
の
こ
と
『
命
』

と
い
う
詩
は
十
一
年
と
い
う
短
い
け
れ
ど
凝
縮
さ
れ
た
人

生
の
中
で
得
た
勉
強
の
成
果
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

（
全
文
掲
載
）

　

宮
越
由
貴
奈
さ
ん
は
、
抗
ガ
ン
剤
治
療
や
骨
髄
移
植
な

ど
に
耐
え
、
が
ん
と
戦
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
の
苦
し
さ
や

つ
ら
さ
に
一
人
で
涙
す
る
時
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
プ
ラ

ス
思
考
で
み
ん
な
を
励
ま
し
、
明
る
く
振
る
舞
っ
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
そ
ん
な
宮
越
さ
ん
に
対
し
て
、

「
励
ま
し
て
あ
げ
ら
れ
な
く
て
ご
め
ん
ね
」
と
い
う
田
村

由
香
さ
ん
、
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
上
原
久
美
子
さ
ん

の
や
さ
し
い
気
持
ち
も
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
『
電
池
が
切
れ
る
ま
で
』
と
い
う
本
は
、
限
り
あ

る
命
と
向
き
合
う
子
供
た
ち
の
文
章
を
集
め
た
も
の
で
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
章
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
へ
の
真
摯

な
気
持
ち
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
は
病
気
と
闘
い
な

が
ら
も
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
家
族
と
、
看
護
師
、
医
師

へ
の
感
謝
の
言
葉
を
忘
れ
な
い
子
供
た
ち
の
心
に
、
人
の

優
し
さ
の
原
点
を
見
る
思
い
が
し
ま
す
。
人
は
人
の
優
し

さ
を
受
け
る
こ
と
で
生
き
る
力
を
も
ら
い
ま
す
。
ど
ん
な

人
に
も
必
ず
優
し
さ
を
く
れ
た
人
が
い
る
は
ず
で
す
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
人
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
遊
び
た
い
、
楽

し
み
た
い
、
ゆ
っ
く
り
し
た
い
と
願
い
、
つ
ら
い
こ
と
も

我
慢
し
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
人
に
心
の
底
か
ら

感
謝
し
て
、
あ
り
が
と
う
と
言
う
。
さ
ら
に
は
そ
の
気
持

ち
に
答
え
よ
う
と
思
う
。
こ
の
本
の
中
に
綴
ら
れ
る
子
供

た
ち
の
心
こ
そ
、
人
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
基
本
だ
と
思

う
の
で
す
。
子
供
た
ち
こ
そ
明
眼
の
人
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

四
諦
八
正
道

人
は
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
仏
教

で
は
生
老
病
死
の
四
苦
に
加
え
、
愛
す
る
人
と
別
れ
な
け

れ
ば
行
け
な
い
愛
別
離
苦
、
会
い
た
く
な
い
人
と
会
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
怨
憎
会
苦
、
食
欲
性
欲
な
ど
の
欲
望
が

燃
え
上
が
る
五
蘊
盛
苦
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
ら
な
い
求

不
得
苦
の
八
苦
を
あ
げ
,
人
は
必
ず
こ
の
八
つ
の
苦
に
悩

ま
さ
れ
る
宿
命
を
持
っ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。
さ
ら
に
四

諦
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
苦
は
複
合
的

に
作
用
し
、
人
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ

は
八
つ
の
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
で
滅
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
説
き
ま
す
。
八
つ
の
正
し
い
道
と
は
、
正
し
く
見
る

「
正
見
」
、
正
し
く
考
え
る
「
正
思
惟
」
、
正
し
い
言
葉

を
用
い
る
「
正
語
」
、
正
し
い
行
動
を
す
る
「
正
業
」
、

正
し
い
生
活
を
す
る
「
正
命
」
、
道
に
励
む
「
正
精
進

」
、
正
し
い
思
い
「
正
念
」
、
正
し
い
心
「
正
定
」
の
八

つ
で
す
。
こ
の
八
正
道
を
歩
む
人
、
あ
る
い
は
歩
も
う
と

努
力
す
る
人
を
仏
教
徒
と
い
い
ま
す
。

　

何
が
正
し
い
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
す
。
宮
越
さ
ん

が
、
そ
の
純
真
な
心
で
と
ら
え
た
命
に
つ
い
て
の
詩
で
示

し
て
い
る
こ
と
が
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方
、
人
と
し
て

の
正
し
い
思
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
、
か
け
が
え
の
な
い
命

を
精
一
杯
生
き
た
い
と
願
う
心
こ
そ
、
正
し
い
命
の
と
ら

え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

八
苦
の
中
で
も
が
く
私
た
ち
は
、
ま
ず
自
分
の
生
き
方

を
変
わ
ら
ぬ
心
理
に
照
ら
し
て
み
て
、
正
し
い
か
ど
う
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
は
づ
べ
く

ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
」
と
お
示
し
に
な
っ
た
の
は

こ
の
こ
と
で
す
。
自
ら
が
ま
だ
至
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
、

命
を
最
大
限
に
生
か
し
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
努
力

を
お
し
ま
ず
、
楽
し
い
人
生
を
目
指
し
て
助
け
合
い
、
人

の
優
し
さ
に
応
え
て
い
く
。
時
に
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
は
反
省
し
、
ご
め
ん
ね
と
あ
や
ま
り
、
あ
り
が
と
う
と

い
え
る
素
直
な
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
。
こ
れ
こ
そ
が
仏

教
徒
と
し
て
の
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

病
院
の
中
の
人
々
に
は
、
病
気
を
治
し
て
子
供
た
ち
の

命
を
救
う
と
い
う
共
通
の
願
い
が
あ
り
、
こ
の
願
い
を
中

心
に
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
仏
教
徒
の
願
い
は

何
か
と
い
え
ば
、
明
眼
の
人
と
な
る
べ
く
力
を
合
わ
せ
て

生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
の
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
と

「
南
無
帰
依
僧
」
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
苦
し
み
に

満
ち
た
世
の
中
、
人
生
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
つ
ら
い
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
は
こ
の
言
葉
を
何

度
も
唱
え
、
命
あ
る
限
り
み
ん
な
で
助
け
合
い
、
よ
い
人

生
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
念
じ
て
下
さ
い
。
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今
回
は
「
南
無
帰
依
僧
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

「
南
無
」
と
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
帰
依
」
を
意
味
し

ま
す
。
「
帰
依
」
と
は
「
仏
教
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
信

仰
し
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
僧
」
と
は
出
家
者
、

僧
侶
の
こ
と
で
す
が
、
同
時
に
仏
教
信
者
の
団
体
で
あ
る

教
団
へ
の
帰
順
を
述
べ
る
言
葉
で
す
。
仏
教
信
者
と
は
ど

う
い
う
生
き
方
を
す
る
人
た
ち
な
の
か
を
考
え
れ
ば
、
南

無
帰
依
僧
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

　

明
眼
の
人

　

曹
洞
宗
を
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
道
元
禅
師
様
が
、
後
に

二
祖
と
な
ら
れ
る
懐
奘
禅
師
様
に
親
し
く
法
を
説
か
れ
た

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
中
に
、

　

は
づ
べ
く
ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
。

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
辞
書
を
見
る
と
、
「
は
づ
」

と
は
元
来
、
相
手
に
対
し
て
自
分
が
劣
っ
て
い
る
点
を
自

覚
し
、
引
け
目
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
ら
の
行
い

を
他
と
比
較
し
て
、
己
を
省
み
る
こ
と
と
あ
り
ま
す
。

「
明
眼
の
人
」
は
真
実
を
悟
れ
る
人
と
い
う
意
味
で
す
。

真
実
を
知
り
尽
く
し
た
人
の
言
葉
を
参
考
に
し
て
己
を
反

省
し
な
さ
い
と
い
う
お
示
し
で
す
。
も
う
少
し
深
く
考
え

て
み
る
と
、
明
眼
の
人
の
世
の
中
の
真
実
あ
り
よ
う
を
知

る
人
で
あ
り
、
人
の
都
合
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
真
理
を

知
り
、
そ
の
立
場
か
ら
諸
事
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
人

と
言
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
は
づ
べ
く
ん
ば
明
眼
の
人

を
は
づ
べ
し
」
と
い
う
お
示
し
は
、
真
理
や
法
と
い
う
真

実
に
照
ら
し
て
己
を
は
ず
づ
べ
し
と
も
読
み
替
え
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。

電
池
が
切
れ
る
ま
で

『
電
池
が
切
れ
る
ま
で

 

 

 

子
供
病
院
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』 

 

 

　

（
す
ず
ら
ん
の
会
編
・
角
川
書
店
）

と
い
う
題
名
の
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
（
小
学
四
年
生
）
の
詩
を
紹
介

致
し
ま
す
。

　

命 

 

 

宮
越
由
貴
奈
（
小
学
四
年
生
）

命
は
と
て
も
大
切
だ

人
間
が
生
き
る
た
め
の
電
池
み
た
い
だ

で
も
電
池
は
い
つ
か
切
れ
る

命
も
い
つ
か
は
な
く
な
る

電
池
は
す
ぐ
に
と
り
か
え
ら
れ
る
け
ど

命
は
そ
う
簡
単
に
は
と
り
か
え
ら
れ
な
い

何
年
も
何
年
も

月
日
が
た
っ
て
や
っ
と

神
様
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
だ

命
が
な
い
と
人
間
は
生
き
ら
れ
な
い

で
も

命
な
ん
か
い
ら
な
い
。

と
言
っ
て

命
を
む
だ
に
す
る
人
も
い
る

ま
だ
た
く
さ
ん
命
が
つ
か
え
る
の
に

そ
ん
な
人
を
見
る
と
悲
し
く
な
る

命
は
休
む
こ
と
な
く
働
い
て
い
る
の
に

だ
か
ら　

私
は
命
が
疲
れ
た
と
言
う
ま
で

せ
い
い
っ
ぱ
い
生
き
よ
う

　

宮
越
由
貴
奈
さ
ん
は
精
一
杯
生
き
て
、
小
学
五
年
生
の

時
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
文
集
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
詩
も
あ
り
ま
す
。

　

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん 

田
村　

由
香
（
小
学
五
年
生
）

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
は

合
計
二
年
間
も
病
院
に
い
る

治
療
で
苦
し
い
と
き
も
あ
る

そ
れ
な
の
に

人
が
泣
い
て
い
る
と
き
は

自
分
の
こ
と
な
ん
か
忘
れ
て

す
ぐ
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る

で
も　

た
ま
あ
に

夜　

静
か
に
泣
い
て
い
た
と
き
も
あ
っ
た

い
つ
も
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
が

泣
く
と

こ
っ
ち
が
ど
う
し
て
い
い
の
か

わ
か
ら
な
く
な
る

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
の
泣
い
て
い
る
姿
を

た
だ　

じ
っ
と
見
て
い
る
だ
け
だ

ご
め
ん
ね　

な
ぐ
さ
め
ら
れ
な
く
て

ゆ
き
な
ち
ゃ
ん　

ご
め
ん
ね
。

　

退
院
を
前
に
し
て 

上
原
久
美
子
（
高
校
二
年
生
）

今
は
偉
そ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
私
も

苦
し
い
と
き
は　

苦
し
く
て

思
い
ど
お
り
に
い
か
な
い
自
分
が
悔
し
く
て

普
通
に
暮
ら
せ
る
妹
や
友
達
が
う
ら
や
ま
し
く
て

な
ん
で
私
が
・
・
・
っ
て
思
っ
て
た

で
も　

な
ん
で
私
だ
け
が
、
と
は
思
わ
な
か
っ
た

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
周
り
を
見
れ
ば

髪
が
な
い
人
ば
か
り
で

小
さ
い
な
り
に　

私
は
倖
せ
な
ん
だ
と

わ
か
っ
て
い
た
か
ら

私
よ
り
も
長
く
入
院
し
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
て

皆
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら

辛
く
て　

悲
し
く
て　

苦
し
く
て

そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
乗
り
越
え
て

今
の
自
分
が
い
る

プ
ラ
ス
思
考
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た

あ
な
た
に
感
謝
す
る

い
つ
も
支
え
て
く
れ
た
皆
に
感
謝
す
る

あ
な
た
よ
り
も
先
に
退
院
す
る
の
は

と
て
も
う
し
ろ
め
た
く
も
あ
り　

な
ん
だ
か
悲
し
い

で
も　

先
に
い
く
ね

外
は　

こ
こ
よ
り
も
厳
し
く
て
大
変
だ
け
ど

が
ん
ば
る
ね

こ
こ
で
経
験
し
た
こ
と　

感
じ
と
っ
た
こ
と
を

絶
対
に
忘
れ
ず　

が
ん
ば
る
ね

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
十
七
年
間

ず
っ
と　

ず
っ
と　

つ
き
あ
っ
て
き
た
病
気

ま
だ
ま
だ　

つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
け
れ
ど

と
り
あ
え
ず

今
日
で　

さ
よ
な
ら

あ
な
た
も
が
ん
ば
っ
て

あ
り
が
と
ね

あ
り
が
と
ね

　

お
気
づ
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
「
ゆ
き
な
ち
ゃ
ん
」
と

い
う
詩
は
ま
さ
に
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
こ
と
を
詠
ん
だ
詩

で
、
「
プ
ラ
ス
思
考
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
く
れ
た
あ
な

た
」
と
い
う
の
も
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
こ
と
だ
そ
う
で

す
。
こ
の
本
に
は
宮
越
由
貴
奈
さ
ん
の
お
か
あ
さ
ん
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
文
章
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
歳
の
時
、
神
経
芽
細
胞
腫
と
診
断
さ
れ
十
一
歳
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。

　

信
大
病
院
で
の
抗
ガ
ン
剤
治
療
や
腎
臓
を
片
方
取
る
手

術
に
始
ま
り
、
こ
ど
も
病
院
に
移
っ
て
の
骨
髄
移
植
や
そ

の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
辛
い
治
療
を
受
け
な
が
ら
、
入
退

院
を
繰
り
返
し
て
た
こ
ろ
、
書
い
た
物
で
す
。
命
と
い
う

作
品
を
書
い
た
頃
、
テ
レ
ビ
で
流
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
と
言
え

ば
、
い
じ
め
だ
と
か
自
殺
だ
と
か
が
多
く
、
同
じ
頃
病
院

で
は
、
一
緒
に
入
院
し
て
い
た
友
達
が
何
人
か
亡
く
な
り

ま
し
た
。
生
き
た
く
て
も
生
き
ら
れ
な
い
友
達
が
い
る
の

に
自
殺
な
ん
て
・
・
・
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。
そ
れ
に

ち
ょ
う
ど
院
内
学
級
で
電
池
の
勉
強
を
し
た
ば
か
り
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
詩
を
書
い
た
四
ヶ
月
後
に
亡
く
な
り

ま
し
た
が
、
こ
れ
に
書
い
た
と
お
り
充
分
精
一
杯
生
き
ま

し
た
。
書
く
こ
と
が
得
意
で
な
か
っ
た
娘
の
こ
と
『
命
』

と
い
う
詩
は
十
一
年
と
い
う
短
い
け
れ
ど
凝
縮
さ
れ
た
人

生
の
中
で
得
た
勉
強
の
成
果
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。 

 

 

 

 

（
全
文
掲
載
）

　

宮
越
由
貴
奈
さ
ん
は
、
抗
ガ
ン
剤
治
療
や
骨
髄
移
植
な

ど
に
耐
え
、
が
ん
と
戦
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
の
苦
し
さ
や

つ
ら
さ
に
一
人
で
涙
す
る
時
が
あ
っ
て
も
、
い
つ
も
プ
ラ

ス
思
考
で
み
ん
な
を
励
ま
し
、
明
る
く
振
る
舞
っ
て
い
た

こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
そ
ん
な
宮
越
さ
ん
に
対
し
て
、

「
励
ま
し
て
あ
げ
ら
れ
な
く
て
ご
め
ん
ね
」
と
い
う
田
村

由
香
さ
ん
、
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
上
原
久
美
子
さ
ん

の
や
さ
し
い
気
持
ち
も
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
『
電
池
が
切
れ
る
ま
で
』
と
い
う
本
は
、
限
り
あ

る
命
と
向
き
合
う
子
供
た
ち
の
文
章
を
集
め
た
も
の
で
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
章
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
へ
の
真
摯

な
気
持
ち
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
は
病
気
と
闘
い
な

が
ら
も
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
家
族
と
、
看
護
師
、
医
師

へ
の
感
謝
の
言
葉
を
忘
れ
な
い
子
供
た
ち
の
心
に
、
人
の

優
し
さ
の
原
点
を
見
る
思
い
が
し
ま
す
。
人
は
人
の
優
し

さ
を
受
け
る
こ
と
で
生
き
る
力
を
も
ら
い
ま
す
。
ど
ん
な

人
に
も
必
ず
優
し
さ
を
く
れ
た
人
が
い
る
は
ず
で
す
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
人
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
遊
び
た
い
、
楽

し
み
た
い
、
ゆ
っ
く
り
し
た
い
と
願
い
、
つ
ら
い
こ
と
も

我
慢
し
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
人
に
心
の
底
か
ら

感
謝
し
て
、
あ
り
が
と
う
と
言
う
。
さ
ら
に
は
そ
の
気
持

ち
に
答
え
よ
う
と
思
う
。
こ
の
本
の
中
に
綴
ら
れ
る
子
供

た
ち
の
心
こ
そ
、
人
が
生
き
て
い
く
こ
と
の
基
本
だ
と
思

う
の
で
す
。
子
供
た
ち
こ
そ
明
眼
の
人
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

四
諦
八
正
道

　　

人
は
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
み
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
仏

教
で
は
生
老
病
死
の
四
苦
に
加
え
、
愛
す
る
人
と
別
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
愛
別
離
苦
、
会
い
た
く
な
い
人
と
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
怨
憎
会
苦
、
食
欲
性
欲
な
ど
の
欲
望

が
燃
え
上
が
る
五
蘊
盛
苦
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
ら
な
い

求
不
得
苦
の
八
苦
を
あ
げ
、
人
は
必
ず
こ
の
八
つ
の
苦
に

悩
ま
さ
れ
る
宿
命
を
持
っ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。
さ
ら
に

四
諦
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
苦
は
複
合

的
に
作
用
し
、
人
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
八
つ
の
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
で
滅
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
説
き
ま
す
。
八
つ
の
正
し
い
道
と
は
、
正
し
く
見

る
「
正
見
」
、
正
し
く
考
え
る
「
正
思
惟
」
、
正
し
い
言

葉
を
用
い
る
「
正
語
」
、
正
し
い
行
動
を
す
る
「
正
業

」
、
正
し
い
生
活
を
す
る
「
正
命
」
、
道
に
励
む
「
正
精

進
」
、
正
し
い
思
い
「
正
念
」
、
正
し
い
心
「
正
定
」
の

八
つ
で
す
。
こ
の
八
正
道
を
歩
む
人
、
あ
る
い
は
歩
も
う

と
努
力
す
る
人
を
仏
教
徒
と
い
い
ま
す
。

　

何
が
正
し
い
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
す
。
宮
越
さ
ん

が
、
そ
の
純
真
な
心
で
と
ら
え
た
命
に
つ
い
て
の
詩
で
示

し
て
い
る
こ
と
が
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方
、
人
と
し
て

の
正
し
い
思
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
、
か
け
が
え
の
な
い
命

を
精
一
杯
生
き
た
い
と
願
う
心
こ
そ
、
正
し
い
命
の
と
ら

え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

八
苦
の
中
で
も
が
く
私
た
ち
は
、
ま
ず
自
分
の
生
き
方

を
変
わ
ら
ぬ
心
理
に
照
ら
し
て
み
て
、
正
し
い
か
ど
う
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
は
づ
べ
く

ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
」
と
お
示
し
に
な
っ
た
の
は

こ
の
こ
と
で
す
。
自
ら
が
ま
だ
至
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
、

命
を
最
大
限
に
生
か
し
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
努
力

を
お
し
ま
ず
、
楽
し
い
人
生
を
目
指
し
て
助
け
合
い
、
人

の
優
し
さ
に
応
え
て
い
く
。
時
に
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
は
反
省
し
、
ご
め
ん
ね
と
あ
や
ま
り
、
あ
り
が
と
う
と

い
え
る
素
直
な
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
。
こ
れ
こ
そ
が
仏

教
徒
と
し
て
の
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

病
院
の
中
の
人
々
に
は
、
病
気
を
治
し
て
子
供
た
ち
の

命
を
救
う
と
い
う
共
通
の
願
い
が
あ
り
、
こ
の
願
い
を
中

心
に
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
仏
教
徒
の
願
い
は

何
か
と
い
え
ば
、
明
眼
の
人
と
な
る
べ
く
力
を
合
わ
せ
て

生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
の
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
と

「
南
無
帰
依
僧
」
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
苦
し
み
に

満
ち
た
世
の
中
、
人
生
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
つ
ら
い
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
は
こ
の
言
葉
を
何

度
も
唱
え
、
命
あ
る
限
り
み
ん
な
で
助
け
合
い
、
よ
い
人

生
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
念
じ
て
下
さ
い
。
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職 

員 

紹 

介

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
怨
憎
会
苦
、
食
欲
性
欲
な
ど
の
欲
望

が
燃
え
上
が
る
五
蘊
盛
苦
、
欲
し
い
物
が
手
に
入
ら
な
い

求
不
得
苦
の
八
苦
を
あ
げ
、
人
は
必
ず
こ
の
八
つ
の
苦
に

悩
ま
さ
れ
る
宿
命
を
持
っ
て
い
る
と
説
き
ま
す
。
さ
ら
に

四
諦
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
苦
は
複
合

的
に
作
用
し
、
人
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
八
つ
の
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
で
滅
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
説
き
ま
す
。
八
つ
の
正
し
い
道
と
は
、
正
し
く
見

る
「
正
見
」
、
正
し
く
考
え
る
「
正
思
惟
」
、
正
し
い
言

葉
を
用
い
る
「
正
語
」
、
正
し
い
行
動
を
す
る
「
正
業
」
、

正
し
い
生
活
を
す
る
「
正
命
」
、
道
に
励
む
「
正
精
進
」
、

正
し
い
思
い
「
正
念
」
、
正
し
い
心
「
正
定
」
の
八
つ
で

す
。
こ
の
八
正
道
を
歩
む
人
、
あ
る
い
は
歩
も
う
と
努
力

す
る
人
を
仏
教
徒
と
い
い
ま
す
。

　

何
が
正
し
い
の
か
。
そ
れ
が
問
題
で
す
。
宮
越
さ
ん
が
、

そ
の
純
真
な
心
で
と
ら
え
た
命
に
つ
い
て
の
詩
で
示
し
て

い
る
こ
と
が
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方
、
人
と
し
て
の
正

し
い
思
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
取
り

替
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
、
か
け
が
え
の
な
い
命
を
精

一
杯
生
き
た
い
と
願
う
心
こ
そ
、
正
し
い
命
の
と
ら
え
方

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

八
苦
の
中
で
も
が
く
私
た
ち
は
、
ま
ず
自
分
の
生
き
方

を
変
わ
ら
ぬ
真
理
に
照
ら
し
て
み
て
、
正
し
い
か
ど
う
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
道
元
禅
師
が
「
は
づ
べ
く

ん
ば
明
眼
の
人
を
は
づ
べ
し
」
と
お
示
し
に
な
っ
た
の
は

こ
の
こ
と
で
す
。
自
ら
が
ま
だ
至
ら
ぬ
こ
と
を
自
覚
し
、

命
を
最
大
限
に
生
か
し
、
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
努
力

を
お
し
ま
ず
、
楽
し
い
人
生
を
目
指
し
て
助
け
合
い
、
人

の
優
し
さ
に
応
え
て
い
く
。
時
に
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
は
反
省
し
、
ご
め
ん
ね
と
あ
や
ま
り
、
あ
り
が
と
う
と

い
え
る
素
直
な
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
。
こ
れ
こ
そ
が
仏

教
徒
と
し
て
の
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

病
院
の
中
の
人
々
に
は
、
病
気
を
治
し
て
子
供
た
ち
の

命
を
救
う
と
い
う
共
通
の
願
い
が
あ
り
、
こ
の
願
い
を
中

心
に
、
皆
が
力
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
仏
教
徒
の
願
い
は

何
か
と
い
え
ば
、
明
眼
の
人
と
な
る
べ
く
力
を
合
わ
せ
て

生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
の
気
持
ち
を
言
葉
に
す
る
と

「
南
無
帰
依
僧
」
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
す
。
苦
し
み
に

満
ち
た
世
の
中
、
人
生
は
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
。
つ
ら
い
こ
と
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
は
こ
の
言
葉
を
何

度
も
唱
え
、
命
あ
る
限
り
み
ん
な
で
助
け
合
い
、
よ
い
人

生
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
念
じ
て
下
さ
い
。

　

「
光
陰
矢
の
如
し
」
昔
の
人
は
上
手
い
こ
と
を
言
っ
た

も
の
だ
と
、
し
み
じ
み
と
実
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
が
真
光
寺
に
入
っ
た
の
は
昨
年
一
月
五
日
で
し
た
。
振

り
返
っ
て
み
ま
す
と
無
我
夢
中
で
駆
け
抜
け
た
一
年
で
し

た
。
お
世
話
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
あ
る
方
の
紹
介
で

し
た
が
、
お
寺
と
い
う
世
界
、
宗
教
の
し
き
た
り
等
ま
っ

た
く
初
め
て
の
経
験
で
す
し
、
以
前
業
務
と
し
て
い
た
イ

ベ
ン
ト
企
画
や
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
比
較
し

ま
す
と
一
八
〇
度
の
開
き
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
く

興
味
が
無
い
わ
け
で
も
な
い
し
と
お
願
い
し
た
次
第
で
す
。

　

そ
し
て
真
光
寺
に
入
り
最
初
に
待
っ
て
い
た
仕
事
が
、

旧
本
堂
跡
の
整
地
作
業
で
石
垣
作
り
で
し
た
。
寒
風
に
身

を
曝
す
毎
日
で
、
も
と
も
と
虚
弱
体
質
な
私
で
し
た
が
石

を
積
み
上
げ
る
事
を
一
心
に
な
ん
と
か
乗
り
切
り
、
今
は

現
場
を
見
る
と
、
私
も
少
し
は
お
役
に
立
て
た
の
か
な
と

自
分
自
身
、
悦
び
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
寺
の
主
業
務
で
あ
る
法
事
等
、
経
験
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
奥
の
深
さ
に
驚
く
と
同
時
に
興
味
も
よ
り
一
層

増
し
て
き
ま
し
た
。
自
慢
で
き
る
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

昔
か
ら
人
一
倍
物
覚
え
が
悪
く
、
還
暦
を
過
ぎ
た
私
に
と

っ
て
お
寺
と
い
う
新
し
い
世
界
の
中
で
覚
え
る
こ
と
も
多

く
、
つ
ま
ず
き
な
が
ら
も
方
丈
さ
ま
を
始
め
職
員
の
皆
さ

ん
に
支
え
ら
れ
足
を
進
め
て
い
ま
す
。
ま
た
檀
家
の
皆
様
、

縁
の
会
会
員
の
皆
様
と
も
最
近
よ
う
や
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
取
れ
る
よ
う
に
な
り
、
お
参
り
や
見
学
に
来
ら

れ
た
方
と
挨
拶
を
交
わ
し
た
後
な
ど
、
は
っ
き
り
し
た
理

由
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
小
さ
な
喜
び
が
湧
い
て
く
る
と

同
時
に
心
が
す
が
す
が
し
い
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
に
な
る

こ
と
も
多
々
あ
り
ま
す
。
以
前
も
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
広
告

代
理
店
、
協
力
会
社
の
人
た
ち
と
毎
日
の
よ
う
に
打
合
せ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
顔
を
突
き
合
わ
せ
る
丁
々
発
止
渡
り
合

っ
た
こ
と
も
幾
度
と
な
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト

終
了
後
お
礼
の
言
葉
を
掛
け
て
頂
い
た
事
も
あ
り
ま
し
た

が
ビ
ジ
ネ
ス
の
結
果
だ
と
割
り
切
っ
て
い
た
の
か
な
と
今

頃
に
な
っ
て
気
付
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
事
を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
の
も
現
在
の
環
境
だ
と
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
小
さ
な
喜
び
の
気
持
ち
が

途
絶
え
な
い
よ
う
、
ま
た
お
参
り
や

見
学
に
来
ら
れ
た
方
が
そ
ん
な
喜
び

を
感
じ
て
頂
け
る
よ
う
日
々
精
進
し

勤
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
昨
年
一
月
に
縁
の
会
窓
口
と
し
て
入
寺
し
ま

し
た
、
神
谷
氏
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

神
谷 

數
房
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行 

事 

予 

定
［
檀
信
徒
］

◆
新
規
梅
花
講
員
募
集
◆

檀
信
徒
の
方
、
縁
の
会
会
員
、

ほ
か
ご
縁
者
の
方
、
新
規
講
員
を
募
集
い
た
し
ま
す
。

女
性
は
も
ち
ろ
ん
男
性
の
方
も
大
歓
迎
で
す
。

四
月
の
練
習
日
よ
り
一
緒
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

気
軽
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

◇
三
月
十
七
日
（
日
）
『
春
季
彼
岸
法
要
』

　
　

午
後
二
時
よ
り　
　

今
回
は
住
職
都
合
に
よ
り
、
法　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要
前
に
余
興
を
い
た
し
ま
す
。

◇
四
月　

七
日
（
日
）
『
花
ま
つ
り
法
要
･
檀
信
徒
総
会
』

　
　

午
前
十
一
時
よ
り　

お
釈
迦
様
の
降
誕
会
法
要
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
要
後
に
は
総
会
を
行
い
ま
す
。

◇
八
月　

九
日
（
金
）
『
山
門
大
施
食
会
』

　
　

午
後
二
時
よ
り　
　

お
盆
の
先
祖
供
養
を
行
い
ま
す
。

◇
九
月
二
十
二
日
（
日
）
『
秋
季
彼
岸
法
要
』

　

［ 

ご
詠
歌
練
習
日 

］

　

四 

月　

九　

日　

・　

二
十
三
日

　

五 

月　

七　

日　

・　

二
十
一
日

　

六 

月 
 

十
一
日　

・　

二
十
五
日

　

七 

月　

九　

日　

・　

二
十
三
日

　

八 

月　

六　

日

場　

所　

真
光
寺

時　

間　

八
時
よ
り　
　

(

十
月
か
ら
四
月
ま
で
七
時
半)

※
ご
詠
歌
は
ど
な
た
で
も
ご
参
加
で
き
ま
す
。
気
軽
に

 
 

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

2013 平成25年 行事予定表
■黒字 檀信徒　■青字 上総自然学校　

■緑字 縁の会　■赤字檀信徒・縁の会合同

1 月 1 水 1 土 1 月

2 火 2 木 2 日 2 火

3 水 3 金 赤米田植 3 月 3 水

4 木 4 土 4 火 4 木

5 金 5 日 5 水 5 金

6 土 七日法要(植樹) 6 月 6 木 6 土

7 日 花まつり檀信徒総会 7 火 七日法要 7 金 7 日 七日法要(盆施食)

8 月 8 水 8 土 七日法要(中元) 8 月

9 火 9 木 9 日 9 火

10 水 10 金 10 月 10 水

11 木 11 土 11 火 11 木

12 金 12 日 12 水 12 金

13 土 畦塗り① 13 月 13 木 13 土

14 日 畦塗り② 14 火 14 金 14 日

15 月 15 水 15 土 15 月

16 火 寺のある暮らし 16 木 16 日 16 火

17 水 寺のある暮らし 17 金 17 月 17 水

18 木 18 土 田植え① 18 火 18 木

19 金 19 日 田植え② 19 水 19 金

20 土 ヨモギ餅作り 20 月 20 木 20 土

21 日 21 火 21 金 21 日

22 月 22 水 22 土 草取&ホタル鑑賞 22 月

23 火 23 木 23 日 草取&ホタル鑑賞 23 火

24 水 24 金 24 月 24 水

25 木 25 土 補植とゲンジボタル観賞 25 火 法話の会 25 木

26 金 26 日 紫米田植え＆ヨガ 26 水 26 金

27 土 巨木トレッキング 27 月 27 木 27 土

28 日 28 火 28 金 28 日

29 月 29 水 29 土 29 月

30 火 法話の会 30 木 法話の会 30 日 30 火

31 金 31 水

4 5 6

草取り＆昆虫探し

生物観察

ホタルナイトウォーク①

ホタルナイトウォーク②

紫米草取り＆ヨガ＆ホタル

7

草取り＆昆虫探し

里山昆虫探し

里山昆虫探し



- 12 -

各種お申込み連絡先

TEL  0438-75-7414 (代表)　 TEL  0438-75-7365 (縁の会事務局)　 FAX  0438-75-7630  

　e-mail  ennokai@shinko-ji.jp (縁の会)           satoyama@shinko-ji.jp (上総自然学校)  

真光寺　　〒299-0201 千葉県袖ヶ浦市川原井634　

　

□
電
車
の
方　

JR
内
房
線｢

｣

駅
10
時
10
分
着

　

□
バ
ス
の
方

　
　
　
　

・
品
川
発
9
時
30
分
↓

BT
10
時
17
分
着

 
 
 
 
 
 
 
 

・
横
浜
発
9
時
30
分
↓

BT
10
時
09
分
着

　
　
　
　

・
川
崎
発
9
時
25
分
↓

BT
10
時
14
分
着

 
 
 
 
 
 
 
 

・
新
宿
発
9
時
05
分
↓

BT
10
時
08
分
着

　
　
　

 
 

・
品
川
発
9
時
25
分
↓

BT
10
時
12
分
着

 
 
 
 
 
 
 
 

・
横
浜
発
9
時
30
分
↓

BT
10
時
09
分
着

 
 
 
 
 
 
 
 

・
川
崎
発
9
時
15
分
↓

BT
10
時
04
分
着

　
　
　
　

・
新
宿
発
9
時
05
分
↓

BT
10
時
08
分
着 

 
 

□
お
車
の
方 

 

10
時
40
分
頃
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い

　東日本大震災から二年の歳月が過ぎようとしていますが、被災地では多くのお年寄りが今なお自宅に
残っています。また、ペットとの別離にたえられず、自宅にとどまった方もおおぜいいらっしゃいます
。こうした在宅避難といわれる方々に対する公的な支援はほとんどなされていません。「全市民に公平
性を保つ配布ができない」という理由で、行政が物資受け入れを拒んでいるからです。さまざまな困難
を抱え、買い物に出ることもままならず、今も物資を必要としている方々に支援を続けるNPO団体「たす
けあいネイチャーネット」が、福島県南相馬市に向けた支援物資の募集を行っています。要領は次の通
りです。

　　　　　　　　　◇ ご協力頂きたい物資（現地での要望品）◇

・これからの時期に着用可能な衣類（新品同様もしくはクリーニング済、段ボール２箱まで）

・食品（缶詰、飲料、乾麺類、菓子等　賞味期限をご確認ください）

・生活用品（洗剤、タオル、シャンプー、生理用品、ティッシュ等）

・ペット用品全般

＊物資はなるべく段ボールに詰めた状態でお願いします。また、段ボールには「中に何が入っているか
」と「被災地への一言メッセージ」をお願いします。被災地の方はメッセージを楽しみにしています。

支援物資は袖ヶ浦市の活動拠点からトラックに積み込まれ、現地に直接届けられます。少量でも真光寺
にご持参いただければ、取りまとめて梱包いたします。

NPO法人「たすけあいネイチャーネット」の活動詳細につきましては、

同会のホームページ http://www.tasukeai-nature.net/ をご参照ください。

援助物資の募集について

行 

事 

予 

定

[

縁
の
会
会
員]

◇
三
月
二
十
日(

水)

　

縁
の
会
彼
岸
法
要　

午
前
の
部　

午
前
十
一
時
よ
り　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
後
の
部　

午
後
一
時
半
よ
り

　

※

昼
食
用
意
の
都
合
、
事
前
に
お
電
話
等
で
申
し
込
み
下
さ
い
。
ま
た
、　

　
　

お
塔
婆
供
養
さ
れ
ま
す
方
は
一
緒
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

◇
四
月
六
日(

土)

　

七
日
法
要　

『
植
樹
祭
』
「
花
ま
つ
り
」

　
　

午
前
十
一
時
よ
り
授
戒
式
・
月
例
供
養
、
午
後
は
墓
苑
に
て
植
樹
を
行
い

　
　

ま
す
。
樹
木
は
お
寺
で
用
意
い
た
し
ま
す
。
区
画
に
よ
り
植
え
ら
れ
な
い

　
　

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
雨
天
時
の
午
後
は
花
ま
つ
り
法
要
の
み
行
い
ま
す
。

◇
五
月
七
日(

火)

　

七
日
法
要

◇
六
月
八
日(

土)

　

七
日
法
要　

　
　

午
前
十
一
時
よ
り
法
要
、
午
後
は
坐
禅
・
写
経
・
写
仏
を
行
い
ま
す
。

◇
七
月
七
日(

日)

　

七
日
法
要　

『
大
施
食
会
法
要
』

　
　

午
前
十
一
時
よ
り
法
要
、
午
後
は
『
大
施
食
法
要
』
に
て
先
祖
の
ご
供
養

　
　

を
行
い
ま
す
。
お
盆
行
事
の
詳
細
は
次
号
七
月
上
旬
の
瓦
谷
山
だ
よ
り
に

　
　

て
ご
案
内
致
し
ま
す
。




