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あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

障
害
の
あ
る
選
手
が
晴
れ
晴
れ
と
競
技
す
る
姿
に

勇
気
を
も
ら
っ
た
り
、
挑
戦
す
る
こ
と
の
素
晴
ら
し

さ
に
大
き
な
感
動
を
受
け
ま
し
た
。
都
内
の
小
・
中
・

高
の
学
生
を
学
習
の
一
環
と
し
て
観
戦
さ
せ
る
予
定

だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
実
施
で
き
な
か
っ

た
の
は
残
念
で
し
た
。

日
本
人
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
者
が
開
催
中
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
言
わ
れ
た
こ
と
が
今
も
耳
に

残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
「
障
害
者
と
い
う
特
別
な
人
と
見
て
頂
く

よ
り
も
、
普
通
の
人
と
し
て
見
て
ほ
し
い
」
と
言
う

こ
と
で
す
。

障
害
を
持
っ
て
い
る
方
々
が
普
通
に
社
会
の
中
で

ハ
ン
デ
ィ
を
持
ち
な
が
ら
も
区
別
な
く
、
差
別
な
く

普
通
に
生
き
て
い
け
る
こ
と
が
大
切
の
よ
う
に
思
い

ま
す
。
多
く
の
障
害
を
持
っ
て
い
る
人
々
の
願
い
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
中
国
の
上
海
市
で
今

『
モ
フ
モ
フ
の
手
』
と
い
う
パ
ー
ラ
ー
の
お
店
が
大

盛
況
で
人
気
を
集
め
て
い
る

と
い
う
の
で
す
。
全
て
飲
み

物
を
ス
マ
ホ
で
注
文
し
屋
外

で
待
つ
と
、
30
セ
ン
チ
位
の

壁
の
穴
か
ら
柔
ら
か
い
モ
フ

モ
フ
の
手
で
飲
み
物
が
出
さ

れ
ま
す
。
手
で
触
れ
た
り
顔
で
触
れ
た
り
と
若
者
を

中
心
に
そ
の
面
白
さ
か
ら
人
気
が
広
が
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
お
店
の
従
業
員
は
全
て
聴
覚
に
障
害
を
持
っ

て
い
る
人
々
で
す
。
注
文
も
ス
マ
ホ
、
精
算
も
ス
マ

ホ
と
不
自
由
な
い
対
応
が
で
き
、
従
業
員
と
記
念
写

真
を
撮
る
人
も
多
い
よ
う
で
す
。
以
前
よ
り
給
料
も

多
く
な
り
、
生
活
も
楽
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

ア
イ
デ
ア
や
適
し
た
職
種
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
と
自

立
生
活
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
上
海
の
例

は
私
た
ち
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

市
町
村
の
職
員
、
企
業
の
社
員
の
中
で
何
パ
ー
セ

ン
ト
か
の
採
用
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
達
成
率
は
ど
こ
も
満
た
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

義
務
的
に
採
用
し
よ
う
と
し
て
も
双
方
に
無
理
が
あ

る
結
果
か
な
と
思
い
ま
す
。
障
害
の
あ
る
方
に
と
っ

て
そ
の
特
性
を
見
出
し
、
適
職
を
見
出
し
て
い
く
こ

と
が
大
事
に
な
る
の
で
は
と
考
え
ま
す
。

障
害
の
あ
る
方
が
社
会
で
普
通
に
生
活
で
き
る

『
共
に
生
き
る
社
会
』
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
は
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
の
責
務
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

華
や
か
な
競
技
を
見
つ
つ
、
障
害
の
あ
る
方
々
が

普
通
に
働
き
、
普
通
に
地
域
社
会
の
中
で
共
に
生
き

て
い
け
る
社
会
に
な
る
よ
う
願
い
ま
す
。

合
掌

※
前
号
『
葬
儀
社
さ
ん

そ
れ
で
い
い
の
？
』
の
中
で
旧
境

町
地
域
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
表
現
で
し
た
が
、
葬
儀
社
が
多

数
存
在
す
る
伊
勢
崎
・
太
田
地
域
で
の
事
と
し
て
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く
の
葬
儀
社
さ
ん
は
善
良
な
運
営
を

さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
付
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

弘 教 寺
ぐ きょう じ

東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
通
し
て

弘
教
寺
住
職

中
山
英
昭

今
夏
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
続
い
て
、
東
京
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

無
観
客
の
大
会
と
な
り
、
厳
し
い
感
染
防
止
体
制

の
中
で
し
た
が
、
無
事
終
え
ら
れ
た
こ
と
は
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
観
戦
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
水
泳
、
陸
上
、
車
い
す
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
な
ら
で
は
の
ボ
ッ
チ
ャ
等
そ
れ
ぞ
れ

に
感
動
の
場
面
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
障

害
の
程
度
に
よ
り
細
か
く
競
技
の
種
類
が
分
か
れ
て

い
る
の
も
ハ
ン
デ
ィ
の
状
態
に
応
じ
て
よ
り
参
加
し

易
い
工
夫
だ
と
思
い
ま
し
た
。

東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
を

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
前
回
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
（
昭
和
三
十
九
年
）
の
時
中
学
生
に
な
っ
た
年
で

し
た
。
そ
の
時
に
も
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
開
催
さ
れ

た
と
聞
き
ま
し
た
。
少
年
期
で
し
た
の
で
、
関
心
を

も
た
な
か
っ
た
の
か
、
報
道
関
係
も
特
に
重
要
視
せ

ず
に
報
道
し
な
い
こ
と
で
、
国
民
に
開
催
さ
れ
た
こ

と
を
認
知
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か

定
か
で
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
関
心
が
薄
か
っ
た
こ
と

が
実
態
と
し
て
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。

今
夏
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
直

接
の
観
戦
は
難
し
か
っ
た
で
す
が
、
テ
レ
ビ
等
の
報

道
で
連
日
取
り
上
げ
非
常
に
盛
り
上
が
っ
た
大
会
で

寺
の
Ｑ
Ｒ
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本
山
本
願
寺
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
を
い
つ
で
も
ど
ん

な
時
で
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
、
新
た
に
名
刺
サ
イ
ズ
の

「
携
行
本
尊
」
を
制
定
し
、
４
月
か
ら
交
付
を
始
め
ま

し
た
。

仏
婦
会
員
の
方
々
が
、
『
本
願
寺
新
報
』
に
紹
介
さ

れ
た
の
を
見
て
い
ち
早
く
「
携
行
本
尊
」
を
求
め
ま
し

た
。
バ
ッ
ク
に
入
れ
て
い
つ
も
身
近
に
持
ち
た
い
、
息

子
た
ち
に
贈
り
た
い
、
仏
間
の
隣
の
自
分
の
部
屋
に
置

き
た
い
、
夫
が
入
院
し
て
い
た
時
に
置
い
て
あ
げ
た
か
っ

た
、
施
設
で
も
よ
く
勤
行
し
て
い
た
母
に
あ
っ
た
ら
よ

か
っ
た
、
嫁
ぎ
先
の
自
分
の
部
屋
に
置
き
た
い
な
ど
様
々

な
理
由
で
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
皆
さ
ん
、

「
阿
弥
陀
さ
ま
が
い
つ
も
ご
一
緒
」
と
感
じ
ら
れ
て
心

が
落
ち
着
き
ま
す
と
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
家
族
で
お
仏
壇
に
手
を
合
わ

せ
る
機
会
が
少
な
く
な
り
、
子
ど
も
た
ち
が
実
家
を
離

れ
る
、
入
院
や
施
設
入
所
な
ど
で
自
宅
外
生
活
に
な
る

な
ど
生
活
環
境
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ

禍
で
は
、
人
と
の
接
触
が
避
け
ら
れ
孤
立
化
の
風
潮
が

進
ん
で
い
ま
す
。
で
も
、
人
は
つ
な
が
り
関
わ
り
あ
っ

て
こ
そ
、
互
い
に
生
か
さ
れ
ま
す
。

そ
ん
な
私
た
ち
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
、
「
独
り
じ
ゃ

な
い
よ
。
い
つ
も
一
緒
だ
よ
」
と

語
り
か
け
見
守
り
、
心
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。

（
坊
守
）

※「
携
行
本
尊
」を
お
求
め
に
な
り
た

い
方
は
、
弘
教
寺
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

冥
加
金
は
一
万
円
で
す
。
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10
月
、
仏
教
婦
人
会
例
会
と
「
う
づ
き
会
（
書
写

の
会
）
」
が
、
本
願
寺
新
報
の
取
材
を
受
け
ま
し
た
。

本
山
本
願
寺
で
は
、
門
信
徒
の
方
々
に
阿
弥
陀
さ

ま
と
と
も
に
あ
る
生
活
や
お
念
仏

を
喜
ぶ
日
々
を
送
っ
て
欲
し
い
と

「
携
行
本
尊
」
や
「
正
信
偈
」
の

書
写
を
勧
め
て
い
ま
す
。
４
月
、

９
月
と
「
携
行
本
尊
」
を
数
人
の

方
々
が
求
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
、
弘
教
寺
が
取
材
対
象
に
な
っ

た
よ
う
で
す
。

本
願
寺
新
報
の
星
記
者
は
、
二
日
間
と
も
午
前
は

活
動
の
様
子
を
、
午
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
形
で
取
材
し
ま
し
た
。
熱
心
に
答
え

る
仏
婦
会
員
の
「
携
行
本
尊
」
へ
の
思
い
が
そ
れ
ぞ

れ
に
深
く
、
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
「
う
づ
き
会
」

で
は
、
こ
れ
ま
で
何
も
考
え
ず
読
ん
で
い
た
「
正
信

偈
」
を
大
悟
師
の
お
話
に
よ
っ
て
言
葉
に
着
目
し
な

が
ら
味
わ
わ
せ
て
も
ら
え
る
、
無
心
に
書
く
時
間
が

持
て
る
こ
と
で
気
持
ち
も
落
ち
着
く
な
ど
、
書
写
の

会
は
、
と
て
も
有
り
難
い
と
お
話
が
出
て
、
会
の
意

義
を
感
じ
ま
し
た
。
現
在
の
テ
キ
ス
ト
は
「
書
い
て

味
わ
う
正
信
偈
」
で
す
が
、
ゆ
く
ゆ
く
は
、
「
書
い

て
作
る
勤
行
聖
典
ー
正
信
偈
ー
」
を
テ
キ
ス
ト
に
、

正
信
偈
を
手
作
り
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
も
の
で

す
。星

記
者
の
熱
心
な
聞
き
取
り
に
よ
り
、
皆
さ
ん
は

一
生
懸
命
に
素
直
な
思
い
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

今
回
の
取
材
結
果
は
、
弘
教
寺
や
仏
婦
例
会
の
様
子

も
含
め
、
『
本
願
寺
新
報
11
月
20
日
号
』
の
一
面
ト
ッ

プ
記
事
と
し
て
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

（
坊
守
）

「
携
行
本
尊
」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

今
年
の
９
月
、
県
内
も
コ
ロ
ナ
の

緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
中
で
秋

の
彼
岸
を
む
か
え
ま
し
た
。
例
年
で

す
と
太
田
市
を
中
心
に
東
毛
地
域
を

参
拝
す
る
の
で
す
が
、
宣
言
下
で
は

参
拝
に
は
無
理
が
あ
る
と
判
断
し
ま

し
て
、
寺
で
の
彼
岸
会
法
要
を
お
勤

め
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
東
毛

地
域
の
門
徒
の
皆
様
が
対
象
で
す
が
、
ご
懇
志
を
お

送
り
頂
き
、
参
拝
者
無
し
で
の
法
要
と
な
り
ま
し
た
。

初
め
て
の
こ
と
で
多
少
の
心
配
が
あ
り
ま
し
た
が

息
子
と
二
人
で
の
法
要
と
な
り
、
滞
り
な
く
法
要
を

お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

東
毛
地
域
の
皆
様
に
は
紙
面
を
通
じ
て
、
秋
の
彼

岸
会
法
要
を
無
事
お
勤
め
致
し
ま
し
た
こ
と
ご
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。

春
と
秋
の
彼
岸
法
要
は
地
域
を
分
け
て
門
徒
さ
ん

宅
を
参
拝
し
て
回
り
ま
す
。
門
徒
さ
ん
の
家
に
お
伺

い
す
る
と
門
徒
さ
ん
の
家
の
状
態
や
お
話
し
た
い
こ

と
な
ど
が
直
接
に
お
聞
き
で
き
、

大
変
意
義
あ
る
こ
と
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
な
る
べ
く
続
け
て

い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

来
年
度
に
は
感
染
が
収
束
し
、

ま
た
今
ま
で
通
り
門
徒
さ
ん
の

お
宅
に
お
伺
い
し
、
お
参
り
で

き
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。

合
掌
（
住
職
）

『
本
願
寺
新
報
』
の
記
者
来
た
る
！

秋
の
彼
岸
会
法
要
を
勤
め
る
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今
回
は
、
今
年
の
４
月
に
交
付
が
開
始
さ
れ
ま
し
た

「
携
行
本
尊
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
通
う
中
央
仏
教
学
院
で
は
、
今
年
の
4
月
か
ら

７
月
ま
で
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
の
講
義
を

オ
ン
ラ
イ
ン
で
受
講
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
毎

日
行
わ
れ
る
朝
と
夕
の
お
勤
め
で
は
、
私
は
毎
回
カ
メ

ラ
の
向
こ
う
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
阿
弥
陀
さ
ま
に
合
掌
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
手
を
合
わ
せ
る
た
び
に
、
阿

弥
陀
さ
ま
の
お
姿
を
肉
眼
で
は
な
く
画
面
越
し
で
拝
顔

す
る
の
は
な
ん
だ
か
な
ぁ
と
、
も
や
も
や
し
た
気
持
ち

が
湧
い
て
き
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
私
の
気
持

ち
を
察
し
た
か
の
よ
う
に
講
師
の
先
生
の
お
一
人
が
こ

の
「
携
行
本
尊
」
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

更
に
偶
然
に
も
、
母
か
ら
「
携
行
本
尊
」
を
贈
り
た
い

と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
度
、
「
携
行
本
尊
」
の
交
付
を
受
け
、

ま
さ
に
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
ご
本
尊
を
お
迎
え
す
る
に

至
り
ま
し
た
。
立
て
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
併
せ
て
手
に
入

れ
た
私
は
、
常
に
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
姿
に
向
か
え
る
よ

う
常
用
の
机
の
上
に
ケ
ー
ス
を
立
て
、
手
を
合
わ
せ
て

い
ま
す
。
出
か
け
る
と
き
に
も
大
切
に
身
に
着
け
る
こ

と
が
で
き
、
大
変
有
り
難
い
思
い
で
お
り
ま
す
。

私
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
姿
が
、

常
に
ご
一
緒
の
安
心
感
は
、
言
葉
に
表
し
難
い
喜
び
で

あ
る
な
ぁ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
文
章
を
読
ん
で
く
だ
さ
る
皆

様
に
も
是
非
お
勧
め
し
た
い
と
思
う

と
こ
ろ
で
す
。

合
掌

（
中
山
真
悟
）
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日
本
で
は
、
仏
教
の
聖
典
は
宗
派
ご
と
に
異
な
り
、

し
か
も
漢
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
聖
典
の

全
体
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
そ
の
数
と
そ
こ
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
ま
し

た
。ま

ず
、
そ
の
数
で
す
が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
「
八
万
四

千
の
法
門
」
を
説
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
多
く
の
「
教
え
」
を
説
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
実

数
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
入
門
書
等
で
は
、
聖
典

の
数
は
膨
大
と
い
う
だ
け
で
具
体
的
な
数
は
示
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
色
濃
く
残
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
パ
ー
リ
語
の
原
始
経
典
『
ニ
カ
ー
ヤ
』

は
５
３
８
１
経
で
、
そ
れ
を
漢
訳
し
た
『
阿
含
経
』
は

２
８
１
５
経
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
聖
典
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
で
す
が
、
そ

こ
に
は
浄
土
真
宗
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
『
浄
土
三
部

経
』
の
よ
う
な
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
天
文
、
地
理
、

鉱
物
、
植
物
、
動
物
、
生
理
、
衛
生
、
医
学
、
薬
学
、

論
理
、
心
理
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
家
庭
、
職
業
、

風
俗
、
習
慣
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
寓
話
、
笑
話
、
説
話
、

物
語
と
面
白
い
話
が
無
数
に
あ
る
そ
う
で
す
。

最
後
に
『
ニ
カ
ー
ヤ
』
の
詩
句
の
一
つ
を
紹
介
し
ま

す
。「

他
人
の
間
違
い
に
目
を
向
け
る
な
、
他
人
が
し
た

事
、
し
な
か
っ
た
事
に
目
を
向
け
る
な
。
た
だ
、
自
分

が
や
っ
た
こ
と
、
や
ら
な
か
っ
た
事
だ
け
を
見
つ
め
よ｣

（
山
本
勇
三
）

参
考
文
献

①『
お
経
の
話
』
渡
辺
照
宏
著

②『
真
理
の
こ
と
ば
ブ
ッ
タ
』
佐
々
木
閑
著

今
回
は
第
三
祖
の
曇
鸞
大
師
で
す
。
六
世
紀
ご
ろ
に

ど
ん
ら
ん
だ
い
し

北
中
国
山
西
省
で
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ん
せ
い
し
ょ
う

大
師
は
膨
大
な
経
典
の
註
釈
書
を
作
る
途
中
で
病
気

に
な
り
、
南
中
国
に
道
教
の
第
一
人
者
、
陶
弘
景
を
訪

ど
う
き
ょ
う

と
う
こ
う
け
い

ね
て
不
老
長
生
の
教
え
「
仙
経
」
を
授
け
ら
れ
ま
す
。

ふ
ろ
う
ち
ょ
う
せ
い

せ
ん
ぎ
ょ
う

さ
ず

し
か
し
、
イ
ン
ド
か
ら
来
ら
れ
た
菩
提
流
支
に
、
「
仙

ぼ

だ

い

る

し

経
は
た
と
え
長
命
を
得
て
も
迷
い
の
世
界
を
輪
廻
す
る

だ
け
」
と
言
わ
れ
、
浄
土
教
の
書
物
が
授
け
ら
れ
ま
す
。

「
こ
れ
に
よ
っ
て
学
べ
ば
、
き
っ
と
生
死
を
解
脱
す
る

し
ょ
う
じ

げ

だ

つ

こ
と
が
で
き
る
」
と
教
え
ら
れ
、
己
の
非
を
さ
と
り
仙

経
を
焼
き
捨
て
て
浄
土
教
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。

大
師
の
代
表
的
な
著
作
は
、
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』

を
註
釈
し
た
『
往
生
論
註
』
（
以
下
は
論
註
）
で
す
。

お
う
じ
ょ
う
ろ
ん
ち
ゅ
う

浄
土
真
宗
の
教
え
を
示
す
言
葉
の
「
他
力
回
向
」
は
、

た

り

き

え

こ

う

こ
の
『
論
註
』
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
語
で
す
。

大
師
は
、
「
他
力
回
向
」
に
は
往
相
回
向
と

お
う
そ
う
え
こ
う

還
相
回
向
が
あ
る
と
説
き
ま
し
た
。
往
相
回
向
と
は
自

げ
ん
そ
う
え
こ
う

己
の
修
め
た
功
徳
を
一
切
衆
生
に
施
し
て
、
共
に
浄
土

に
往
生
し
よ
う
と
す
る
働
き
で
あ
り
、
ま
た
還
相
回
向

と
は
浄
土
に
往
生
の
後
、
す
み
や
か
に
再
び
迷
い
の
世

界
に
還
っ
て
来
て
、
自
ら
の
功
徳
を
衆
生
に
め
ぐ
ら
し

さ
し
む
け
る
働
き
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
往
相
・
還
相
回
向
と
も
に
、

如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
如
来
の
功
徳
を
衆
生
に
回
向

さ
れ
て
い
る
、
即
ち
如
来
の
回
向
で
あ
る
こ
と
が
大
師

の
真
意
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

合
掌

（
橋
本

勝
）

参
考
文
献
『
は
じ
め
て
学
ぶ
七
高
僧
』
黒
田
覚
忍
著

※
都
合
で
表
題
を「
木
曜
会
」に
変
更

木
曜
会
報
告
（
四
）
『
七
高
僧
の
教
え
』

木
曜
会
報
告
（
四
）
『
お
経
っ
て
な
に
？
』

真
悟
の
京
都
日
記
（
14
）
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※ 編 集 後 記 ※

10
月
18
日
、
コ
ロ
ナ
で
伸
び
の

び
に
な
っ
て
い
た
栄
一
の
故
郷
ツ
ァ
ー

が
や
っ
と
実
現
し
ま
し
た
。
肌
寒

い
朝
で
し
た
が
「
青
天
を
衝
け
」

に
ふ
さ
わ
し
い
青
空
の
一
日
で
し

た
。
ド
ラ
マ
館
前
で
境
町
か
ら
の

皆
さ
ん
と
合
流
し
、
坊
守
と
大
悟

さ
ん
の
案
内
で
ゆ
か
り
の
所
を
六
ヶ

所
見
学
し
て
来
ま
し
た
。
ド
ラ
マ
館
入
口
で
ふ
っ
か

ち
ゃ
ん
が
お
出
迎
え
で
す
。
テ
レ
ビ
で
お
馴
染
み
の

「
中
の
家
」
の
セ
ッ
ト
や
役
者
さ
ん
の
衣
装
や
サ
イ

な

か

ん

ち

ン
色
紙
等
展
示
し
て
あ
り
ま
し
た
。
諏
訪
神
社
で
は

獅
子
舞
奉
納
が
前
日
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
放
送
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
日
は
何
も
な
か
っ
た
よ
う
な

静
け
さ
で
し
た
。
中
の
家
と
渋
沢
栄
一
記
念
館
で
、

栄
一
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
対
面
し
講
義
で
本
人
の
声

を
聞
き
１
０
０
年
以
上
前
の
人
が
現
代
に
よ
み
が
え
っ

た
よ
う
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
尾
高
惇
忠
生
家
と

渋
沢
栄
一
記
念
館
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
て
下
さ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
が
「
忠
恕
」
の
心
で
渋

ち
ゅ
う
じ
ょ

沢
栄
一
の
志
を
受
け
つ
い
で
接
し
て
下
さ
り
、
楽
し

く
見
学
出
来
ま
し
た
。

ま
だ
夫
を
亡
く
し
心
寂
し
い
日
々
で
す
が
、
婦
人

会
の
皆
さ
ん
に
会
う
と

心
が
ほ
っ
と
し
ま
す
。

一
日
に
感
謝
。

合
掌

（
佐
藤
静
枝
）

「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
渋
沢
栄
一
の
生
涯
を
え
が
く

「
青
天
を
衝
け
」
は
、
パ
リ
、
改
正
掛
と
進
み
、
い
よ
い
よ

第
一
国
立
銀
行
設
立
ま
で
来
ま
し
た
。

さ
て
、
改
正
掛
で
の
ワ
ン
シ
ー
ン
に
、
蚕
卵
紙
を
知
ら
な

さ
ん
ら
ん
し

い
部
下
に
対
し
て
「
そ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
い
の
か
」
と
呆

れ
た
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
最
も
重
要
な
輸
出
品

は
生
糸
と
蚕
卵
紙
で
し
た
。
生
糸
は
と
も
か
く
、
な
ぜ
蚕
の

卵
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
幕
末
の
１
８
５
０
～
１
８
６
０
年
に
か
け
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
蚕
の
病
気
が
蔓
延
し
て
、
養
蚕
業
に
壊
滅
的
な
被

害
が
出
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
病
気
に
侵
さ
れ
て
い
な

い
日
本
の
蚕
の
卵
を
輸
入
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
特
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
の

養
蚕
業
は
な
か
な
か
再
興
せ
ず
、
自
国
生
産
を
あ
き
ら
め
、

後
進
国
を
指
導
し
て
、
安
定
的
に
輸
入
す
る
政
策
に
転
換
し

て
行
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
作
ら
れ
た
の
が
富
岡
製
糸
場
で

す
。
富
岡
製
糸
場
は
上
質
で
均
一
な
生
糸
を
作
る
た
め
の
模

範
工
場
と
し
て
日
本
で
初
め
て
建
設
さ
れ
た
工
場
で
す
。
富

岡
製
糸
場
が
で
き
た
こ
と
で
上
質
な
生
糸
を
効
率
よ
く
大
量

に
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
も
、
こ

こ
で
学
ん
だ
工
女
た
ち
が
地
元
に
戻
り
技
術
を
伝
え
て
各
地

に
製
糸
工
場
が
建
つ
こ
と
で
、
日
本
経
済
を
支
え
る
一
大
産

業
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
事
実
、
当
時
の
輸
出
品
の
生
糸

が
占
め
る
割
合
は
長
い
間
１
位
で
あ
り
、
多
い
時
で
は
５
割

近
く
を
占
め
る
ほ
ど
で
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
養

蚕
業
は
明
治
、
大
正
を
経
て
昭
和
の
初
め

戦
前
ま
で
、
近
代
日
本
の
経
済
を
支
え
ま

し
た
。

幼
い
渋
沢
栄
一
少
年
が
歌
を
歌
い
な
が

ら
大
事
に
育
て
た
「
お
蚕
さ
ま
」
は
、
時

を
経
て
近
代
日
本
を
支
え
る
大
き
な
柱
と

な
っ
た
の
で
し
た
。

（
中
山
大
悟
）

◆ 行事予定 ◆ 令和3年 12月～ 令和4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

5日 報恩講法要

12日 壮年会例会

18日 餅つき会

22日 婦人会例会

1月

1日 元旦会

9日～16日 ご正忌報恩講法要

19日 婦人会新年会

30日 役員新年会

2月

未定 実践運動研修会

13日 壮年会例会 未定 仏壮結成記念日研修会

17日 婦人会例会

3月
18日～24日 春彼岸

29日 婦人会例会

庭
の
金
木
犀
、
も
み
じ
、
山
茶
花
は
自
然
に
季
節

を
告
げ
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

先
日
、
真
鍋
淑
郎
さ
ん
ら
３
人
が
ノ
ー
ベ
ル
物
理

学
賞
を
「
地
球
温
暖
化
を
予
測
す
る
地
球
気
候
モ
デ

ル
の
開
発
」
と
の
理
由
で
授
賞
さ
れ
ま
し
た
。
人
間

の
活
動
が
自
然
に
与
え
る
影
響
の
研
究
で
、
地
球
温

暖
化
に
対
す
る
先
駆
的
警
鐘
で
す
。
私
た
ち
が
今
な

す
べ
き
こ
と
は
、
寺
田
寅
彦
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、

「
自
然
と
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、
自
然
と
つ
な
が

る
」
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
感
覚
を
一

人
ひ
と
り
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

（
橋
本

勝
）
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渋
沢
栄
一
の
故
郷
を
訪
ね
て

渋
沢
栄
一
と
「
お
蚕
さ
ま
」

蚕卵紙（明治時代）


