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最
悪
の
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
必
然
な
こ
と
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
一
番
厳
し
い
状
況
に
追
い

込
ま
れ
る
人
々
が
社
会
的
弱
者
の
方
々
で
す
。
非
正

規
雇
用
者
、
外
国
人
労
働
者
、
パ
ー
ト
等
で
生
計
を

立
て
て
い
る
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
人
た
ち
等
は
途
端

に
生
計
の
柱
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

10
月
30
日
の
朝
日
新
聞
に
困
窮
す
る
ひ
と
り
親
を

支
援
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
方
の
報
告
例
が
載
っ
て
お

り
ま
し
た
。
「
水
道
代
を
節
約
す
る
た
め
に
ト
イ
レ

の
水
は
一
日
一
回
き
り
流
さ
な
い
。
」
「
子
供
の
一

日
の
食
事
を
減
ら
す
。
」
さ
ら
に
記
事
中
３
月
期
に

は
非
正
規
の
女
性
労
働
者
が
29
万
人
職
を
失
っ
た
と

い
う
の
で
す
。

北
関
東
を
中
心
に
ベ
ト
ナ
ム
人
研
修
生
の
人
た
ち

が
子
豚
、
鶏
、
ナ
シ
や
り
ん
ご
等
を
大
量
に
窃
盗
し

逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。
す
ぐ
近
く
の
事
件
で
誰
か
と
思
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
彼
ら

も
仕
事
を
失
い
、
思
い
余
っ

て
の
犯
行
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
犯
罪
は
犯
罪
で
す
が
、

こ
こ
に
も
コ
ロ
ナ
禍
の
厳

し
い
生
活
状
況
が
見
ら
れ

ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
は
や
が
て
９
ヶ

月
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り

ま
す
。
健
康
と
思
っ
て
い

る
人
々
で
も
長
期
間
の
自
粛
生
活
は
精
神
的
に
不
安

定
に
な
る
も
の
で
す
。
高
齢
者
、
持
病
を
持
つ
人
、

心
身
に
障
害
を
持
つ
人
な
ど
に
と
っ
て
心
身
共
に
疲

弊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

私
ど
も
に
関
係
す
る
方
も
こ
の
期
間
で
二
人
の
方

が
自
ら
の
命
を
絶
た
れ
ま
し
た
。
直
接
の
原
因
で
は

な
い
に
し
て
も
、
要
因
の
一
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
残
念
な
こ
と
で
す
。

先
の
記
述
中
の
報
告
で
は
自
死
者
は
男
性
よ
り
も

女
性
の
方
が
増
加
傾
向
に
あ
る
と
の
こ
と
。

「
コ
ロ
ナ
禍
で
女
性
た
ち
の
困
難
が
突
然
発
生
し

た
の
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
が
不
平
等
を
深
め
た
。
」

（
報
告
参
考
）
と
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
日
本

の
社
会
的
構
造
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
こ
と
へ
の
不
安
、

雇
用
へ
の
不
安
、
生
活
困
窮
へ
の
不
安
等
様
々
な
不

安
要
因
が
あ
る
中
で
日
々
の
生
活
を
し
て
ゆ
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
釈
迦
様
は
『
人
生
は
苦
な
り
』
と
お
教
え
く
だ

さ
っ
て
お
り
ま
す
。
行
政
の
政
策
や
地
域
の
見
守
り

等
が
早
急
に
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
「
明
け

な
い
夜
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
よ
う
に

不
安
な
先
行
き
で
あ
り
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
収
束
す
る
ま
で
ひ
た
す
ら
耐
え
な
が
ら
日
々
を
生

き
て
ゆ
く
し
か
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
社
会
的
弱
者
に
目
を
向
け
て
、
地
域
、
社

会
が
支
え
合
い
な
が
ら
共
に
歩
ん
で
い
け
る
社
会
作

り
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
一
日
も
早
い
収
束
を
願

う
ば
か
り
で
す
。

合
掌

弘 教 寺
ぐ きょう じ

コ
ロ
ナ
禍
の
不
安弘

教
寺
住
職

中
山
英
昭

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
国
内
に
広
が
っ

て
８
ヶ
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
感
染
が
収
束
す
る
ど
こ

ろ
か
三
波
の
感
染
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
全
国
で
は

10
月
末
で
感
染
者
が
10
万
人
を
超
え
ま
し
た
。

経
済
、
文
化
、
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

ま
す
。
先
の
見
え
な
い
コ
ロ
ナ
禍
の
不
安
が
高
ま
っ

て
お
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
三
波
の
感
染
が
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
中
心
に
広
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
は

店
で
の
飲
食
や
外
出
を
厳
し
く
規
制
す
る
一
ヶ
月
近

い
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

日
本
で
は
逆
に
経
済
復
興
の
た
め
と
し
て
、
Ｇ
ｏ

Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
、
Ｇ
ｏ

Ｔ
ｏ
イ
ー
ト
な
ど
の
政
策

に
よ
り
経
済
、
文
化
、
社
会
を
喚
起
し
よ
う
と
し
て

お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
の
さ
ら

な
る
拡
大
に
つ
な
が
ら
な
い
か
心
配
で
す
。

Ａ
Ｎ
Ａ
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
、
Ｊ
Ｒ
各
社
等
の
大
企
業
で
さ

え
千
億
円
単
位
の
赤
字
額
が
予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

大
企
業
だ
け
で
な
く
中
小
の
企
業
も
同
様
の
傾
向
に

あ
り
、
減
益
・
赤
字
の
状
況
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
企

業
の
立
て
直
し
の
た
め
に
、
人
員
の
整
理
や
解
雇
が

当
然
な
が
ら
進
ん
で
い
き
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

企
業
倒
産
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
現
状
で
は
健
全
な
企
業
で
あ
っ
て
も

寺
の
Ｑ
Ｒ
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お
盆
迎
え
の
13
日
は
例
年
通
り
、
本
堂
に
は
早
朝
か
ら
参
拝
者
が
続
き
ま
し

た
。
混
雑
や
焼
香
待
ち
が
な
く
ほ
っ
と
し
ま
し
た
が
、
参
拝
者
に
配
布
し
た
お

明
か
り
代
わ
り
の
マ
ッ
チ
の
数
は
例
年
よ
り
少
な
く
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
県
外
の
方
々
の
姿
が
な
く
、
故
郷
で
の
墓
参
や
法

要
を
自
粛
さ
れ
た
こ
と
は
と
て
も
残
念
で
し
た
。

13
日
の
午
後
か
ら
14
日
夕
方
ま
で
は
、
予
約
さ
れ
た
ご
家
族
の
初
盆
法
要
が

１
時
間
に
一
軒
の
割
合
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
住
職
と
二
人
の
息
子
と
３
人
で
お

勤
め
し
た
後
、
ご
法
話
は
、
息
子
た
ち
が
交
代
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

緊
張
し
つ
つ
も
浄
土
真
宗
の
お
盆
に
つ
い
て
お
伝
え
し
よ
う
と
一
生
懸
命
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
初
心
者
マ
ー
ク
の
二
人
で
す
が
、
熱
心
に

耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
る
ご
門
徒
様
方
に
こ
う
し
て
お
育
て
い
た
だ
き
、

有
り
難
い
こ
と
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

15
日
の
お
盆
合
同
法
要
で
は
、
地
域
別
４
回
の
法
要
で
、
各
参
拝
者

は
20
名
程
で
全
体
と
し
て
は
例
年
よ
り
少
な
い
人
数
で
し
た
。
し
か
し
、

年
配
・
壮
年
の
方
々
、
子
供
連
れ
の
親
子
や
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
た
若
い

ご
夫
婦
な
ど
幅
広
い
年
齢
層
の
方
々
の
姿
は
、
い
つ
も
通
り
の
参
拝
風

景
で
し
た
。
ま
た
、
自
宅
で
自
粛
し
て
い
た
皆
さ
ん
が
久
し
ぶ
り
に
顔

を
合
わ
せ
、
マ
ス
ク
越
し
に
親
し
く
言
葉
を
交
わ
し
て
い
た
姿
も
合
同

法
要
な
ら
で
は
と
感
じ
ま
し
た
。

住
職
と
二
人
の
息
子
の
読
経
の
中
、
お
焼
香
は
、
密
接
を
避
け
る
た

め
の
移
動
テ
ー
ブ
ル
を
廻
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

住
職
か
ら
は
、
ご
法
話
「
終
わ
る
い
の
ち
、
続
く
い
の
ち
」
と
題
し
て
、
お

念
仏
の
お
法
を
お
伝
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
聴
聞
さ
れ
る
皆
様
に
と
っ
て
、

み
の
り

お
盆
を
機
縁
と
し
て
故
人
を
偲
び
「
い
の
ち
」
や
「
往
生
」
を
思
い
、
感
謝
の

心
で
手
を
合
わ
す
ひ
と
時
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

16
日
、
数
軒
の
初
盆
法
要
の
後
、
午
後
に
は
盆
送
り
の
方
々
が
三
々
五
々
本

堂
で
参
拝
し
て
行
か
れ
、
お
盆
の
日
々
が
閉
じ
ら
れ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
も
で
き
る
こ
と
を
。
一
日
一
日
を
お
念
仏
と
共
に
歩
ん
で
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。

合
掌

（
坊
守
）

連
日
37
度
を
超
え
る
猛
暑
が
続
い
て
い
る
最
中
の
８
月
15
日
、

現
在
の
形
に
変
わ
り
６
年
目
と
な
っ
た
お
盆
合
同
法
要
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
当
寺

の
行
事
も
中
止
や
見
直
し
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

ん
な
中
で
し
た
が
万
全
の
対
策
を
講
じ
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

本
堂
に
入
る
前
の
手
指
の

消
毒
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
受

付
で
は
非
接
触
型
温
度
計
で

の
検
温
、
座
席
は
十
分
な
間

隔
を
と
り
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
を
確
保
、
扉
を
開

け
扇
風
機
を
稼
働
さ
せ
て
換

気
。
そ
し
て
例
年
は
午
前
２

回
で
行
わ
れ
て
い
た
法
要
を

今
回
は
午
前
午
後
各
２
回
の

計
４
回
で
地
域
ご
と
に
分
け

る
な
ど
、
参
拝
者
の
密
を
避

け
る
た
め
の
対
応
が
と
ら
れ

ま
し
た
。

法
要
で
は
、
青
年
僧
侶
と

し
て
一
段
と
風
格
を
兼
ね
備

え
た
大
悟
さ
ん
、
真
悟
さ
ん

の
お
二
人
が
ご
住
職
と
共
に
お
勤
め
さ
れ
ま
し
た
。
重
厚
な
読

経
が
本
堂
に
響
き
渡
り
、
猛
暑
や
コ
ロ
ナ
禍
を
忘
れ
さ
せ
る
よ

う
な
何
と
も
言
え
な
い
心
地
良
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
と
と
も
に
熱
中
症
も
危
惧
さ
れ
た
今
年
の
お
盆
合
同

法
要
も
無
事
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

合
掌

（
栗
原
政
廣
）
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コ
ロ
ナ
禍
で
の
お
盆
合
同
法
要

令和２年お盆の日々
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コ
ロ
ナ
禍
の
８
ヶ
月
、
寺
行

事
が
中
止
さ
れ
仏
壮
仏
婦
活
動

も
制
限
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
中
で
も
寺
は
動
い

て
い
ま
す
。

４
月
、
古
木
と
な
っ
た
ツ
ツ

ジ
の
植
え
替
え
を
実
施
し
ま
し

た
。
新
し
い
色
合
い
が
増
え
、

５
月
初
旬
ま
で
華
や
か
な
ツ
ツ

ジ
の
庭
を
演
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
散
歩
や
写
真
撮

影
に
立
ち
寄
っ
た
方
も
い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で

多
く
の
方
に
呼
び
か
け
で
き
ず
残
念
で
し
た
。
今
後

も
少
し
ず
つ
入
れ
替
え
て
い
く
予
定
で
す
。

10
月
末
に
は
、
畳
の
客
間
二
部
屋
を
工
事
し
て
絨

毯
（
じ
ゅ
う
た
ん
）
に
取
り
替
え
ま
し
た
。
和
室
の

良
さ
も
あ
り
ま
す
が
、
敷
居
を
取
っ
て
一
部
屋
に
す

る
と
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
も
自
由
に
置
け
て
、
本
堂
の

西
か
ら
東
ま
で
広
々
と
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
今
後
の
行
事
や
活
動
に
、
距
離
を
保
っ
て
利

用
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
ご
門
徒
の
皆
様

か
ら
の
護
持
会
費
も
充
て
ら

れ
て
い
ま
す
。
皆
様
に
使
い

や
す
い
よ
う
に
と
の
改
修
実

施
で
す
。
お
寺
参
拝
の
際
に

は
、
是
非
、
ツ
ツ
ジ
の
庭
を

楽
し
み
、
行
事
等
に
も
参
加

し
て
客
間
を
活
用
し
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
坊
守
）
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正
信
偈
は
お
経
で
は
な
い
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
お
経
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が
書
か
れ
た

も
の
で
、
正
信
偈
は
お
釈
迦
さ
ま
で
は
な
く
親
鸞
聖

人
の
教
え
が
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
と
言
う
の
で
す
。

し
か
し
、
正
信
偈
が
お
経
の
よ
う
に
「
お
つ
と
め
」

で
読
ま
れ
て
い
る
の
に
は
、
理
由
が
あ
り
ま
す
。

正
信
偈
は
親
鸞
聖
人
が
浄
土
真
宗
の
根
本
教
義
を

著
さ
れ
た
教
行
信
証
の
行
巻
に
納
め
ら
れ
た
偈
文

（
漢
文
の
う
た
）
で
、
「
阿
弥
陀
仏
へ
の
帰
依
」

「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
」
「
お
釈
迦
さ
ま
を
讃
え
る
」

「
浄
土
教
を
伝
え
た
七
高
僧
を
讃
え
る
」
「
人
々
を

救
っ
て
く
れ
る
真
実
」
の
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
だ
か
ら
で
す
。

ま
た
、
第
八
代
門
主
の
蓮
如
上

人
が
浄
土
真
宗
の
「
お
つ
と
め
」

の
基
本
作
法
を
つ
く
ら
れ
た
と
き

に
、
教
行
信
証
の
教
え
の
要
が
凝

縮
さ
れ
た
正
信
偈
を
お
経
と
し
て

読
む
よ
う
に
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
浄
土
真
宗
の
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
お
経
は

「
浄
土
三
部
経
」
で
す
。
正
信
偈
は
浄
土
真
宗
の
門

徒
の
皆
さ
ん
が
と
も
に
拝
読
で
き
る
お
経
と
し
て
親

し
ま
れ
て
お
り
、
本
山
で
の
正
信
偈
の
「
お
つ
と
め
」

は
、
大
勢
の
門
徒
の
声
が
和
し
て
壮
大
な
響
き
と
な
っ

て
感
動
い
た
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
一
字
一
涙
の
思
い
で
著
さ
れ
た
正
信

偈
を
学
び
直
し
た
い
も
の
で
す
。

（
山
本

勇
三
）

参
考
文
献

山
折
哲
雄
監
修
「
あ
な
た
の
知
ら
な
い
親
鸞
と
浄
土
真
宗
」

私
た
ち
門
徒
は
、
親
鸞
聖
人
の
示
さ
れ
た
浄
土
真

宗
の
教
え
を
い
た
だ
い
て
ま
す
。
そ
れ
は
「
阿
弥
陀

仏
の
本
願
に
よ
り
救
わ
れ
る
」
と
い
う
教
え
で
す
。

こ
の
「
教
え
」
は
、
親
鸞
聖
人
が
師
と
す
る
法
然

聖
人
を
は
じ
め
七
高
僧
の
方
々
の
教
え
と
、
親
鸞
聖

人
の
お
考
え
が
あ
ざ
な
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
す
。

七
高
僧
の
教
え
は
、
浄
土
教
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て

い
く
中
で
、
千
年
に
も
及
ぶ
時
代
の
変
化
と
、
イ
ン

ド
、
中
国
、
日
本
の
異
質
な
文
化
を
融
和
し
て
、
途

切
れ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
連
載
は
、
黒
田
覚
忍
著
『
初
め
て
学
ぶ
七
高

く

ろ

だ

か
く
に
ん

僧
』
を
参
考
に
し
て
、
七
高
僧
が
浄
土
教
と
親
鸞
聖

人
の
浄
土
真
宗
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た

か
を
学
ん
で
い
き
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
七
人
を
選
ば
れ
た
理
由
は
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
を
信
じ
念
仏
に
生
き
ら
れ
た
こ
と
、
著
書

に
よ
り
本
願
を
広
め
ら
れ
た
こ
と
、
本
願
に
つ
い
て

の
新
し
い
解
釈
を
さ
れ
た
こ
と
の
三
つ
で
す
。

七
高
僧
の
主
な
教
え
は
、
次
号
か
ら
紹
介
し
ま
す

が
、
龍
樹
菩
薩
の
難
易
二
道
、
天
親
菩
薩
の
一
心

な

ん

い

に

ど

う

い
っ
し
ん

帰
命
、
曇
鸞
大
師
の
自
力
他
力
、
道
綽
禅
師
の
聖

浄

き
み
ょ
う

じ

り

き

た

り

き

し
ょ
う
じ
ょ
う

二
門
、
善
導
大
師
の
要
弘
二
門
、
源
信
和
尚
の
報
化

に

も

ん

よ

う

ぐ

に

も

ん

ほ

う

け

二
土
、
法
然
聖
人
の
選
択
本
願
な
ど
で
す
。

に

ど

せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん

寺
の
本
堂
の
左
側
に
七
高
僧
の
掛
軸
が
掛
け
ら
れ

て
お
り
ま
す
、

お
徳
を
偲
び

ま
し
ょ
う
。合

掌

（
橋
本

勝
）

水
曜
会
報
告
・
『
七
高
僧
の
教
え
』
（
１
）

水
曜
会
報
告
・
『
お
経
っ
て
な
に
？
』
（
１
）

変
わ
り
ゆ
く
寺

浄土三部経

七高僧の掛軸
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今
回
は
、
私
が
通
っ
て
い
る
華
道
教
室
に
つ
い
て
お

話
し
ま
す
。
今
通
っ
て
い
る
教
室
は
、
住
職
が
昔
学
ん

だ
「
池
坊
」
で
は
な
く
、
「
遠
州
流
」
と
い
う
流
派
の

い
け
の
ぼ
う

教
室
で
す
。
先
生
が
用
意
し
た
花
材
を
使
っ
て
、
先
生

の
指
定
し
た
生
け
方
で
生
け
、
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
先

生
に
指
導
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
今
は
、

顔
全
体
を
覆
う
透
明
な
フ
ェ
イ
ス
マ
ス
ク
で
指
導
を
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。

受
講
し
始
め
た
こ
ろ
は
、
ど
う
し
た
ら
バ
ラ
ン
ス
が

よ
く
綺
麗
な
形
に
な
る
の
か
、
切
り
す
ぎ
て
失
敗
し
た

ら
ど
う
し
よ
う
、
な
ど
と
考
え
、
な
か
な
か
う
ま
く
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
体
二
年
が
た
っ
た
今
現
在
、
未

だ
に
ど
う
す
れ
ば
バ
ラ
ン
ス
良
く
綺
麗
に
な
る
の
か
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
風
に
生
け

た
ら
綺
麗
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
も
の
を
形
に
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
指
導
で
も
、
基
本
的
に
一

か
所
程
度
の
手
直
し
に
収
ま
る
よ
う
に
な
り
、
自
身
の

成
長
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
室
も
、
大
学
卒
業

で
通
え
な
く
な
る
予
定
な
の

で
、
残
り
の
約
四
ヶ
月
、
し
っ

か
り
と
力
に
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
群

馬
に
戻
っ
た
時
に
、
住
職
の

豪
華
で
綺
麗
な
お
華
と
同
じ

く
ら
い
立
派
な
お
華
を
皆
さ

ん
に
お
見
せ
出
来
た
ら
と
思
っ

て
い
ま
す
。

（
中
山
真
悟
）

群
馬
県
の
魅
力
度
は
毎
年

低
迷
し
て
い
ま
す
。
隠
れ
た

歴
史
を
門
徒
の
方
々
に
少
し

で
も
知
っ
て
頂
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

広
瀬
川
は
、
群
馬
県
渋
川

市
、
前
橋
市
及
び
伊
勢
崎
市

を
流
れ
る
利
根
川
水
系
の
一

級
河
川
で
す
。
今
回
は
前
橋

文
学
館
か
ら
広
瀬
川
沿
い
に
前
橋
公
園
ま
で
を
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
と
約
２
時
間
か
け
て
歩
き
、

群
馬
の
歴
史
に
触
れ
ま
し
た
。
市
街
地
の
中
央
を
流

れ
る
広
瀬
川
は
、
「
水
と
緑
と
詩
の
ま
ち
」
の

シ
ン
ボ
ル
ま
え
ば
し
に
ふ
さ
わ
し
潤
い
と
安
ら
ぎ
の

空
間
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
新
た
に
対
岸
に

は
萩
原
朔
太
郎
の
生
家
が
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

は
ぎ
は
ら
さ
く
た
ろ
う

前
橋
市
文
学
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
吉
田
松
陰
の

短
刀
は
、
明
治
９
年
、
群
馬
産
生
糸
の
直
輸
出
ル
ー

ト
開
拓
の
た
め
渡
米
す
る
桐
生
の
新
井
領
一
郎
に
初

代
県
令
楫
取
素
彦
の
妻
の
寿
が
託
し
た
松
陰
形
見
の

か

と

り
も
と
ひ
こ

ひ
さ

短
刀
で
す
。
「
こ
の
短
刀
を
、
渡
米
を
果
た
せ
な
か
っ

た
兄
の
松
陰
と
思
い
一
緒
に
」
と
告
げ
た
有
名
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
の
証
拠
の
品
が
子
孫
か
ら
前
橋
市
に
寄
託

さ
れ
、
市
が
鑑
定
し
「
松
陰
の
短
刀
」

と
認
定
し
ま
し
た
。
米
国
で
４
世
代
に

わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
「
松
陰
」
の
魂

の
入
っ
た
短
刀
は
１
４
０
年
を
経
て
日

本
に
戻
り
ま
し
た
。

（
西

正
裕
）

◆ 行事予定 ◆ 令和２年 12月～ 令和3年 3月

月別 弘教寺の行事予定 教区・群馬組の行事予定

12月

6日 報恩講法要

12日 子供のつどい 中止

13日 壮年会例会

18日 婦人会例会

1月

１日 元旦会

9日～16日 御正忌報恩講法要

21日 婦人会新年会

2月

実践運動研修会

7日 壮年会例会 14日～15日 壮年会記念日研修

19日 婦人会例会

3月
17日～23日 春お彼岸

25日 婦人会例会

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
夏
祭
り
、
敬
老
祝
賀
会
、
運

動
会
、
ミ
ニ
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
地
域
の
ほ
と
ん

ど
の
行
事
が
中
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ウ
イ
ル
ス
感
染
を
恐
れ
て
活
動
的
な
生
活
や
社

会
参
加
の
機
会
が
失
わ
れ
る
と
、
認
知
症
発
症
の

リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
高
齢
者
に

と
っ
て
ま
さ
に
八
方
塞
が
り
の
状
況
で
あ
る
。

打
開
策
は
無
く
、
ワ
ク
チ
ン
完
成
迄
は
、
ひ
た

す
ら
マ
ス
ク
着
用
、
手
指
の
消
毒
、
３
密
を
回
避

し
、
僅
か
の
社
会
経
済
活
動
を
営
む
し
か
な
い
か

も
し
れ
な
い
。

（
橋
本

豊
）

つつじの呟き弘教寺ツイッター@ｇｕｋｙｏｕｊｉ 群馬県弘教寺ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.gukyouji.or.jp

真
悟
の
京
都
日
記
（
11
）

群
馬
歴
史
散
歩
み
ち

前
橋
広
瀬
川
周
辺
(1)


