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か
っ
た
そ
う
で
す
。
東
大
受
験
に
失
敗
し
た
父
は
、

や
む
な
く
日
本
大
学
社
会
学
部
に
進
み
、
社
会
学
を

学
び
ま
し
た
。

大
学
卒
業
後
は
寺
に
戻
ら
ず
帝
国
劇
場
の
会
計
部

で
働
い
て
い
ま
し
た
。
何
年
務
め
た
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
そ
の
後
宇
都
宮
の
陸
軍
に
応
召
し
、
部
隊
は

中
国
の
安
陽
の
方
面
に
派
遣
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
隊

長
の
名
を
と
り
「
瀬
古
部
隊
」
後
に
「
大
川
部
隊
」

と
呼
ば
れ
、
主
に
物
資
の
輸
送
が
任
務
で
し
た
。
戦

後
の
戦
友
会
で
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
部
隊
に
何
人

も
僧
侶
が
い
た
よ
う
で
す
が
、
戦
死
し
た
戦
友
が
出

る
と
、
前
住
職
で
あ
る
父
が
葬
儀
を
勤
め
た
そ
う
で

す
。
戦
地
に
慰
問
団
が
や
っ
て
来
た
時
、
そ
の
中
に

い
た
女
優
の
水
の
江
瀧
子
さ
ん
が
「
莞
（
か
ん
）
ち
ゃ
ー

ん
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
昭

和
五
十
年
代
に
２
階
の
奥
の
部
屋
を
改
装
す
る
と
き

片
付
け
を
し
て
い
ま
し
た
ら
、
漫
才
師
の
横
山
エ
ン

タ
ツ
さ
ん
と
花
菱
ア
チ
ャ
コ
さ
ん
と
一
緒
に
肩
を
組

み
撮
っ
た
写
真
が
出
て
き
ま
し
た
。
真
面
目
一
途
の

父
の
意
外
な
面
を
知
っ
て
驚
き
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
終
戦
を
迎
え
、
九
死
に
一
生
を

得
て
帰
郷
し
、
以
後
は
住
職
の
務
め
と
地
方
公
務
員

（
主
に
福
祉
畑
を
中
心
に
）
の
二
足
の
草
鞋
を
履
く

人
生
で
し
た
。
退
職
後
は
福
祉
大
学
校
、
育
英
短
大
、

大
泉
保
育
専
門
学
校
の
講
師
を
務
め
て
、
昭
和
五
十

七
年
七
月
、
七
十
二
歳
で
往
生
致
し
ま
し
た
。

次
に
前
坊
守
中
山
基
子
に
つ
い
て
で
す
が
、
意
外

と
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
、
吉
田
ま
ん
さ
ん
と
の
関

係
で
す
。
前
坊
守
は
ま
ん
さ
ん
の
妹
の
子
で
、
叔
母
、

姪
（
め
い
）
の
関
係
で
す
。
ま
ん
さ
ん
が
、
戦
時
中

前
住
職
の
お
嫁
さ
ん
に
と
故
郷
の
山
口
県
防
府
市
か

ら
呼
び
寄
せ
た
よ
う
で
す
。
で
も
親
族
関
係
の
親
子

で
う
ま
く
い
く
か
と
思
え
ば
、
さ
に
あ
ら
ず
、
お
互

い
に
我
が
強
か
っ
た
の
で
、
口
論
が
多
く
、
そ
ん
な

時
父
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
微
妙
な
立
場
だ
っ
た
よ
う

で
す
。

前
坊
守
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
お
料
理
が
得
意
で
、
戦

後
お
友
達
を
集
め
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
ケ
ー
キ

や
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
作
り
を
し
た
り
と
熱
心
で
し
た
。

婦
人
会
例
会
で
は
毎
月
料
理
教
室
を
開
催
し
、
会
員

の
皆
さ
ん
に
レ
シ
ピ
を
配
り
指
導
を
し
て
喜
ば
れ
ま

し
た
。
会
員
の
中
に
は
分
厚
い
レ
シ
ピ
を
綴
じ
て
持
っ

て
い
る
方
も
お
り
ま
し
た
。
お
客
様
が
沢
山
来
ら
れ

る
と
き
に
は
、
三
、
四
十
人
位
は
一
人
で
料
理
を
作
っ

て
お
り
ま
し
た
。
私
個
人
は
「
酢
豚
」
が
好
き
で
、

絶
品
の
美
味
し
さ
で
し
た
。
境

内
地
に
自
生
す
る
タ
ケ
ノ
コ
を

入
れ
る
と
さ
ら
に
美
味
し
い
酢

豚
に
な
り
ま
し
た
。

戦
前
、
戦
中
、
戦
後
の
大
変

な
時
代
に
弘
教
寺
を
守
り
、
教

化
活
動
に
専
念
し
た
前
住
職
、

前
坊
守
を
偲
ぶ
と
と
も
に
そ
の

功
績
に
感
謝
致
し
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏

弘 教 寺
ぐ きょう じ

前
住
職
・
前
坊
守
を
偲
ん
で

十
月
一
日
（
日
）
前
住
職
四
十
三
回
忌
、
前
坊
守

十
七
回
忌
を
勤
め
ま
し
た
。

私
の
両
親
で
す
の
で
、
故
人
を
偲
び
見
聞
き
し
て

い
る
こ
と
を
今
回
は
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
住
職
中
山
莞
爾
は
大
正
九
年
春
に
前
橋
市
清
光

寺
様
の
ご
紹
介
に
よ
り
、
弘
教
寺
第
三
世
中
山
啄
雄
、

坊
守
吉
田
ま
ん
の
養
子
と
な
り
ま
す
。
ま
ん
さ
ん
は

第
二
世
の
吉
田
轉
海
師
の
養
女
と
な
っ
た
こ
と
で
、

吉
田
の
姓
を
か
た
く
な
に
守
り
夫
婦
別
姓
を
生
涯
通

し
ま
し
た
。
前
坊
守
の
話
で
は
山
口
県
（
現
萩
市
）

か
ら
来
た
年
の
秋
に
住
職
が
五
十
代
で
往
生
し
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
す
。
小
さ
な
寺
、
そ
し
て
住
職
無
き

中
で
大
変
な
幼
青
年
期
を
過
ご
し
ま
し
た
。

そ
れ
を
力
強
く
支
え
た
の
が
義
母
ま
ん
さ
ん
で
す
。

寺
の
法
務
、
生
活
の
足
し
に
と
人
に
お
灸
を
す
え
た

り
、
若
い
娘
さ
ん
に
和
裁
を
教
え
た
り
、
境
内
に
は

お
茶
の
木
を
植
え
て
お
茶
を
作
り
、
梅
の
木
を
植
え

て
梅
干
し
作
り
を
し
て
自
給
自
足
を
徹
底
し
て
、
先

代
住
職
を
門
信
徒
の
皆
様
に
ご
負
担
を
か
け
ず
に
大

学
ま
で
出
す
と
い
う
ス
ー
パ
ー
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
明

治
の
女
性
で
し
た
。

前
住
職
が
よ
く
言
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
当
時
大

学
に
浪
人
す
る
と
、
直
ぐ
に
軍
隊
か
ら
お
呼
び
が
か

寺
の
Ｑ
Ｒ
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今
年
も
十
二
月
三
日
、
弘
教
寺
の
報
恩
講
法
要
が

お
勤
ま
り
に
な
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
規
模
を

縮
小
し
て
い
る
自
坊
の
報
恩
講
で
す
が
、
今
年
も
縮

小
の
ま
ま
で
来
年
か
ら
通
常
の
規
模
に
戻
し
て
い
く

予
定
で
す
。

さ
て
、
報
恩
講
法
要
と
い
う
の
は
親
鸞
聖
人
の
恩

徳
に
報
謝
す
る
浄
土
真
宗
に
お
い
て
最
も
大
切
な
法

要
で
、
本
願
寺
で
は
毎
年
一
月
九
日
か
ら
祥
月
命
日

の
一
月
十
六
日
ま
で
の
七
昼
夜
に
わ
た
っ
て
御
正
忌

報
恩
講
が
勤
修
さ
れ
ま
す
。

こ
の
報
恩
講
法
要
は
、
築
地
本
願
寺
や
別
院
、
一

般
寺
院
で
も
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
ど
の

よ
う
に
報
恩
講
法
要
が
お
勤
ま
り
に
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。
築
地
本
願
寺
と
大
阪
府
の
津
村
別
院
で
は
十

一
月
十
一
日
か
ら
の
六
日
間
、
和
歌
山
県
の
鷺
森
別

院
で
は
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
の
五
日
間
、
鹿
児
島

県
の
鹿
児
島
別
院
で
は
十
二
月
十
二
日
か
ら
の
五
日

間
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
す
。
日
程
に
ば
ら
つ
き
は
あ

る
も
の
の
、
築
地
本
願
寺
や
別
院
の
報
恩
講
は
、
十

一
月
か
ら
十
二
月
の
間
で
約
五
日
間
お
こ
な
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
報
恩
講
の
期
間
は
、
工
夫
を
凝
ら
し

た
イ
ベ
ン
ト
や
、
境
内
出
店
が
あ
っ
た
り
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。

築
地
本
願
寺
で
は
、
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
演
奏
や
楽

友
会
の
コ
ー
ラ
ス
、
被
災
地
支
援
物
産
展
が
行
わ
れ

ま
す
。
津
村
別
院
で
は
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や

「
雅
楽
」
と
「
西
洋
楽
器
」
「
コ
ー
ラ
ス
」
が
コ
ラ

ボ
す
る
コ
ン
サ
ー
ト
「
灯
び
の
つ
ど
い
」
が
行
わ
れ

参
拝
者
を
楽
し
ま
せ
ま
す
。
鹿
児
島
別
院
で
は
、
バ

ザ
ー
や
普
段
近
づ
け
な
い
本
堂
の
内
陣
を
近
く
か
ら

見
る
こ
と
が
で
き
る
内
陣
見
学
が
あ
っ
た
り
、
法
語

入
り
参
拝
証
が
も
ら
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
お
勤

め
と
お
勤
め
の
間
の
時
間
や
終
わ
っ
た
後
も
楽
し
め

る
よ
う
に
と
、
各
別
院
が
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
を
し
て

報
恩
講
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。

で
は
、
一
般
寺
院
の
報
恩
講
法
要
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
例
え
ば
、
自
坊
の
コ
ロ
ナ
前
の
報
恩
講
は
十

二
月
初
め
の
土
曜
日
と
日
曜
日
の
二
日
間
で
し
た
。

お
斎
の
接
待
や
バ
ザ
ー
が
行
わ
れ
、
特
に
バ
ザ
ー
は

多
く
の
方
が
来
て
大
変
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
一

日
目
に
バ
ザ
ー
と
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、
二
日
目
に
法

要
と
い
う
か
た
ち
で
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
他

の
群
馬
の
お
寺
も
一
日
～
二
日
間
の
日
程
で
十
月
末

か
ら
十
二
月
初
め
ま
で
の
間
で
順
番
に
報
恩
講
法
要

を
お
勤
め
し
ま
す
。
群
馬
は
寺
院
数
が
少
な
い
た
め
、

十
ヶ
寺
が
相
互
で
勤
め
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
恩
講

法
要
を
お
手
伝
い
す
る
習
慣
と
な
っ
て
い
ま
す
。
近

年
は
コ
ロ
ナ
の
た
め
に
そ
う
し
た
こ
と
が
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は
半
数
近
い
寺
で
従
来
の
か

た
ち
で
お
手
伝
い
す
る
法
要
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

弘
教
寺
で
は
地
域
で
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
感
染
拡
大
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
今
年
は
様
子

を
見
て
、
来
年
を
目
途
に
従
来

の
法
要
に
戻
す
予
定
で
す
。

さ
て
、
な
ぜ
十
月
末
か
ら
十

二
月
初
め
と
い
う
期
間
に
報
恩

講
を
す
る
か
と
い
う
と
、
御
正
忌

報
恩
講
の
時
期
を
避
け
て
お
勤
め

す
る
こ
と
で
、
一
月
に
本
山
に
参

拝
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

本
願
寺
派
で
は
親
鸞
聖
人
の
御
命

日
を
新
暦
の
一
月
十
六
日
で
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
日
を
避
け

つ
つ
、
き
ち
ん
と
親
鸞
聖
人
の
御

命
日
の
お
勤
め
を
す
る
た
め
に
、

旧
暦
の
御
命
日
で
あ
る
十
一
月
二
十
八
日
に
近
い
日

程
で
法
要
が
お
勤
ま
り
に
な
る
の
で
、
十
月
末
か
ら

十
二
月
初
め
に
別
院
や
一
般
寺
院
の
報
恩
講
が
集
中

す
る
の
で
す
。
な
お
、
関
東
の
ほ
と
ん
ど
の
寺
院
が

十
一
月
前
後
に
お
勤
め
を
す
る
の
に
対
し
、
関
西
方

面
で
は
一
月
の
御
正
忌
付
近
の
日
程
で
報
恩
講
を
す

る
お
寺
が
結
構
多
い
よ
う
で
す
。

浄
土
真
宗
の
他
派
で
は
、
高
田
派
以
外
の
す
べ
て

の
派
が
旧
暦
の
十
一
月
二
十
八
日
を
御
命
日
と
し
て
、

御
正
忌
報
恩
講
を
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。
一
般
寺
院

の
報
恩
講
は
新
暦
の
一
月
に
お
勤
め
す
る
お
寺
も
あ

る
よ
う
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
御
正
忌
報
恩
講
の
前

の
十
一
月
の
前
半
に
お
勤
め
す
る
よ
う
で
す
。

今
年
の
弘
教
寺
の
報
恩
講
法
要
は
残
念
な
が
ら
、

手
勤
め
で
バ
ザ
ー
も
な
い
小
規
模
な
お
勤
め
で
す
。

そ
れ
で
も
、
来
年
に
は
再
び
コ
ロ
ナ
前
の
に
ぎ
や
か

な
報
恩
講
法
要
に
戻
せ
る
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
通
常

の
か
た
ち
に
戻
し
て
い
く
予
定
で
す
。
ど
う
か
、
一

人
で
も
多
く
の
方
に
報
恩
講
法
要
に
参
拝
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
に
思
い
ま
す
。

合
掌

衆
徒

中
山
大
悟
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親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
、
立
教
開
宗
八
百

年
の
記
念
行
事
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
研
究
の
第
一
人

者
で
あ
る
今
井
雅
晴
先
生
を
講
師
に
、
親
鸞
聖
人
の

関
東
の
ご
事
績
を
巡
る
研
修
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

私
が
今
回
参
加
し
た
の
は
神
奈
川
県
の
ご
事
績
を
め

ぐ
る
プ
ラ
ン
で
、
永
勝
寺
、
善
福
寺
、
真
楽
寺
、
箱

え

い

し

ょ

う

じ

ぜ

ん

ぷ

く

じ

し

ん

ら

く

じ

は

こ

根
神
社
と
、
解
説
を
聞
き
つ
つ
め
ぐ
り
ま
し
た
。

ね

じ

ん

じ

ゃ

永
勝
寺
は
、
親
鸞
聖
人
が
実
際
に
掘
っ
た
と
い
わ

れ
る
井
戸
と
、
あ
ま
り
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
面

を
掛
け
た
「
面
掛
け
阿
弥
陀
如
来
像
」
が
あ
る
お
寺

で
す
。
親
鸞
聖
人
が
数
日
間
滞
在
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
善
福
寺
は
、
鎌
倉
武
士
だ
っ
た
了
源

上
人
が
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
よ
っ
て
門
弟
と
な
り

開
い
た
お
寺
で
す
。
木
造
の
親
鸞
聖
人
像
と
伝
わ
る

像
が
あ
り
ま
す
が
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

る
際
に
、
了
源
像
と
登
録
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で

す
。
真
楽
寺
は
、
親
鸞
聖
人
が
神
奈
川
で
の
布
教
道

場
の
一
つ
と
し
て
使
用
し
た
お
寺
で
、
天
台
宗
か
ら

改
宗
し
た
お
寺
で
す
。
伝
承
で
は
な
く
、
親
鸞
聖
人

と
蓮
如
上
人
が
訪
れ
た
こ
と
が
確
か
な
お
寺
で
す
。

箱
根
神
社
に
は
、
平
和
を
願
っ
て
慈
悲
の
像
と
名
づ

け
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
像
が
あ
り
ま
す
。

神
奈
川
で
の
親
鸞
聖
人
の
お
姿

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も

良
い
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
よ
り
親
鸞
聖
人
に
つ
い

て
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

合
掌

衆
徒

中
山
真
悟

親
鸞
聖
人
ご
事
績
研
修
会

本
山
（
西
本
願
寺
）
直
轄
寺
院
の
築
地
本
願
寺
で
は
、

２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
４
月
１
日
か
ら
２
０
２
７

（
令
和
９
）
年
３
月
31
日
ま
で
を
築
地
本
願
寺
親
鸞
聖

人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要

推
進
計
画
期
間
と
定
め
て
い
ま
す
、
こ
の
期
間
中
は
慶

讃
法
要
の
修
行
の
他
に
、
教
化
伝
道
活
動
と
、
本
堂
・

境
内
建
物
な
ど
の
護
持
・
補
強
工
事
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の
度
の
慶
讃
法
要
は
、
親

鸞
聖
人
の
「
他
力
念
仏
の
み
教

え
」
に
出
遇
え
た
慶
び
を
、
感

謝
す
る
良
き
ご
縁
で
あ
る
と
私

は
思
い
ま
す
。

昨
年
の
本
山
で
の
慶
讃
法
要

参
拝
に
続
き
ま
す
が
、
築
地
は

近
く
に
な
り
ま
す
。
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
も
お
身
体
と
ご
相

談
さ
れ
て
参
拝
を
考
え
て
い
た

だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

後
日
に
お
寺
よ
り
慶
讃
法
要

参
拝
の
ご
案
内
が
あ
り
ま
す
の

で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

合
掌

橋
本

勝

日
程
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

２
０
２
４
（
令
和
６
）
年

１
日
目

４
月
26
日
（
金
）

逮
夜
法
要

２
日
目

４
月
27
日
（
土
）
日
中
法
要

逮
夜
法
要

３
日
目

４
月
28
日
（
日
）
日
中
法
要

逮
夜
法
要

４
日
目

４
月
29
日
（
月
・
祝
）
日
中
法
要

ご
満
座

教
区
北
ブ
ロ
ッ
ク
寺
族
女
性
一
日
研
修
会

築地本願寺 慶讃法要

９
月
29
日
（
金
）
、
「
東
京
教
区
寺
族
女
性
連
盟

第
28
回
北
ブ
ロ
ッ
ク
寺
族
女
性
一
日
研
修
会
が
、
千

葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

北
ブ
ロ
ッ
ク
（
千
葉
、
茨
城
、
埼
玉
、
群
馬
、
栃
木
）

の
真
宗
寺
院
の
坊
守
様
方
を
中

心
に
46
名
が
集
い
、
ご
講
師
に

南
荘
宏
先
生
（
静
岡
市
教
覚
寺

前
住
職
）
を
お
迎
え
し
て
、
講

題
「
新
し
い
仏
教
讃
歌
『
ね
が

い
の
歌
』
と
『
仏
の
み
名
を
聞

き
ひ
ら
き
』
を
歌
い
ま
し
ょ
う
」

の
も
と
、
『
東
京
教
区
仏
教
音

楽
ク
ラ
ブ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
』

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
来
年
４
月
末
の
築
地
本
願
寺
で
の
「
親

鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・
立
教
開
宗
８
０
０
年
慶

讃
法
要
」
の
記
念
行
事
と
し
て
４
月
19
日
に
行
わ
れ

る
「
音
御
堂
ス
ペ
シ
ャ
ルa

t

築
地
本
願
寺
」
に
歌
わ

れ
る
仏
教
讃
歌
の
練
習
会
で
す
。
「
仏
の
み
名
を
聞

き
ひ
ら
き
」
は
、
慶
讃
法
要
の
た
め
に
作
曲
家
平
田

聖
子
先
生
に
委
嘱
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
和
讃
に
曲
を

つ
け
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
遇
え
た
慶
び
を
音

楽
で
表
現
し
た
新
曲
で
す
。
こ
の
ご
和
讃
に
つ
い
て

南
荘
先
生
の
お
話
を
伺
い
つ
つ
ご
指
導
を
受
け
て
歌

う
ほ
ど
に
、
表
現
は
豊
か
に
な
り
美
し
く
歌
い
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
曲
が
各
寺
で
多
く
の
皆
さ
ん
に
覚
え
て
い
た

だ
き
、
築
地
本
願
寺
で
の
慶
讃
法
要
を
盛
り
上
げ
る

一
助
と
な
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

称
名

坊
守

親鸞聖人御誕生八百五十年
し んらんしょうにんご たんじょう

立教開宗八百年
りっきょうかいしゅう
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11
月
６
日
玉
村
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て
「
弘
教
寺
ゴ

ル
フ
会
」
恒
例
の
秋
の
コ
ン
ペ
第
36
回
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
心
配
さ
れ
て
い
た
天
候
は
雨
も
ふ
ら
ず
、

暑
く
も
な
く
寒
く
も
な
く
ゴ
ル
フ
日
和
と
な
り
、
７

組
26
名
の
参
加
者
が
日
頃
の
腕
前
を
競
い
合
う
と
と

も
に
親
睦
を
深
め
な
が
ら
プ
レ
ー
を
楽
し
み
、
無
事

最
終
組
が
午
後
２
時
45
分
頃
ホ
ー
ル
ア
ウ
ト
で
す
。

今
回
、
ご
住
職
の
は
か
ら
い
に
よ
り
表
彰
式
、
パ
ー

テ
イ
が
場
所
を
変
え
て
午
後
６
時
よ
り
「
い
ま
ふ
く
」

さ
ん
に
て
と
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
栗
原
総
代
長
さ
ん

の
乾
杯
の
音
頭
に
始
ま
り
、
ビ
ー
ル
、
銘
酒
、
お
料

理
に
舌
鼓
を
打
ち
な
が
ら
そ
の
日
の
出
来
栄
え
に
花

を
咲
か
せ
、
会
員
相
互
の
親
睦
も
深
ま
り
ま
し
た
。

数
々
の
豪
華
景
品
を
楽
し
み
に
成
績
発
表
に
一
喜

一
憂
し
な
が
ら
、
最
後
に
栄
え
あ
る
優
勝
杯
を
手
に

し
た
の
は
中
山
大
悟
さ
ん
で
し
た
。
初
優
勝
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
す
ま
す
今
後
の
活
躍
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
準
優
勝
に
は
阿
部
淳
さ
ん
が
２
ス
ト
ロ
ー

ク
差
で
入
り
、
３
位
に
は
本
日
の
ベ
ス
グ
ロ
の
橋
本

豊
さ
ん
が
入
り
ま
し
た
。

皆
さ
ん
と
元
気
に
仲
良
く
楽
し
く
身
体
を
動
か
す

こ

と

が

で

き

る

「
弘
教
寺
ゴ
ル
フ

会
」
に
是
非
入
会

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

飯
塚
治
男

朝
七
時
か
ら
本
山
で
お
朝
事
に
参
加
し
、
旅
が
始

ま
っ
た
。
初
日
は
京
都
西
本
願
寺
か
ら
愛
知
県
名
古

屋
市
ま
で
。
京
都
か
ら
名
古
屋
に
は
ち
ょ
う
ど
一
年

前
に
も
行
っ
た
道
の
り
で
あ
っ
た
。
琵
琶
湖
を
左
に

見
な
が
ら
滋
賀
を
縦
断
し
、
岐
阜
を
通
っ
て
愛
知
に

入
る
ル
ー
ト
で
、
様
々
に
変
わ
る
景
色
を
ゆ
っ
く
り

と
楽
し
み
な
が
ら
走
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

一
年
ぶ
り
の
こ
の
長
距
離
は
、
少

し
な
ま
っ
た
体
に
は
苦
し
く
、
京

都
市
中
心
か
ら
山
科
区
、
滋
賀
県

へ
と
抜
け
て
い
く
山
中
で
す
で
に

か
な
り
の
体
力
を
持
っ
て
い
か
れ

て
し
ま
っ
た
。
滋
賀
を
抜
け
き
る

ま
で
は
、
易
し
く
は
あ
る
も
の
の

上
が
り
坂
が
続
き
、
平
坦
と
下
り

に
な
る
関
ケ
原
付
近
に
つ
い
た
こ
ろ
に
は
体
力
の
限

界
を
迎
え
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
一
年
ぶ
り
に
見
る

と
目
新
し
い
場
所
も
あ
り
、
身
体
の
疲
労
は
た
ま
る

一
方
で
あ
っ
た
も
の
の
、
精
神
的
に
は
常
に
楽
し
く

走
る
こ
と
が
で
き
た
。
目
的
地
到
着
は
夕
方
五
時
ご

ろ
、
総
移
動
時
間
は
お
よ
そ
十
時
間
程
度
で
あ
っ
た
。

五
十
キ
ロ
を
三
時
間
半
で
行
く
と
考
え
る
と
約
百

五
十
キ
ロ
を
十
時
間
は
か
な
り
い
い
ペ
ー
ス
で
走
れ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
旅
の
初
日
を
無
事
乗
り
切
っ

た
ご
褒
美
と
し
て
、
夜
は
ス
ガ
キ
ヤ
の
ラ
ー
メ
ン
を

食
べ
た
。
こ
の
旅
の
一
番
の
目
的
は
各
地
の
ご
当
地

グ
ル
メ
を
食
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
大
変
有
意
義
な
初

日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

中
山
真
悟

◆ 行事予定 ◆ 令和５年12月 ～ 令和６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

３日 （日） 報恩講法要（一日法要）

１０日（日） 壮年会例会（第５回）

１６日（土） 餅つき会

１８日（月） 忘年ゴルフコンペ

1月

２０日（水） 婦人会例会

１日 （月） 元旦会 ９日（火）～ 本山御正忌

１９日（金） 婦人会新年会 １６日（火） 報恩講法要

２８日（日） 弘教寺役員新年会

2月
未定 実践運動研修会

１８日（日） 壮年会例会（第６回） 未定 教区結成記念日研修会

２０日（火） 婦人会例会手芸教室

3月

１日（金） 教区仏婦１日研修会

２６日（火） 婦人会例会 １７日（日）～ 春彼岸

２３日（土）

｢

念
仏
と
い
う
の
は

私
に
現
れ
た

仏
の
行
な
い
」

坂
東
性
純

こ
れ
は
「
今
月
の
こ
と
ば
」
と
し
て
「
法
語
カ

レ
ン
ダ
ー
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
語
の
解
説
に
は
、
「
煩
悩
と
い
う
自
分
の
殻

に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
を
喚
び
覚
ま
し
、
さ

と
り
の
世
界
へ
と
向
か
わ
せ
る
は
た
ら
き
で
あ
る
」

と
、
書
か
れ
て
い
ま
す
、
深
く
味
わ
い
た
い
も
の

で
す
。
今
後
は
念
仏
の
お
い
わ
れ
を
聞
き
開
く
た

め
、
聴
聞
に
精
進
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

称
名

瀬
古
規
子

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

弘
教
寺
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
開
催

京
都
～
群
馬
ぶ
ら
り
自
転
車
旅
（
２
）


