
■
コ
ロ
ナ
渦
に
よ
り
昨
年
同
様
、

万
灯
奉
納
や
お
稚
児
さ
ん
奉
納
、
ま

た
露
店
な
し
で
の
「
お
会
式
」
と
な

り
ま
し
た
。
法
要
も
通
例
の
午
後
２

時
か
ら
で
な
く
、
午
後
６
時
か
ら
と

し
、
竹
灯
籠
で
の
「
薄
明
か
り
法
要
」

と
な
り
ま
し
た
。

「あ
り
が
と
う
貯
金
」

熊
本
県
・
会
社
員
・
37

「
親
戚
の
法
事
で
お
坊
さ
ん
の
説
法

を
聞
い
た
。
徳
に
つ
い
て
の
話
に
な
り
、

仏
教
の
専
門
用
語
も
交
え
て
説
明
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
理
解
不
足
で
固
ま
っ
て
い
る

と
『
要
は
あ
り
が
と
う
を
た
く
さ
ん
も
ら

い
な
さ
い
』
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
言
葉
が

胸
に
刺
さ
っ
た
。
振
り
返
る
と
人
に
あ
り

が
と
う
と
言
う
回
数
よ
り
、
人
か
ら
言
わ

れ
た
回
数
が
圧
倒
的
に
少
な
い
と
思
っ
た

か
ら
だ
。
そ
れ
か
ら
あ
り
が
と
う
を
も
ら

え
る
よ
う
意
識
し
始
め
た
。
駐
輪
場
で
バ

イ
ク
を
置
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
て
困
っ
て

い
た
女
性
が
い
た
の
で
自
転
車
を
寄
せ
て

ス
ペ
ー
ス
を
作
っ
た
。
バ
ス
停
で
時
刻
表

を
見
づ
ら
そ
う
に
し
て
い
た
人
に
メ
モ
を

取
っ
て
渡
し
た
。
そ
れ
だ
け
な
の
に
、
２

人
と
も
何
度
も
お
礼
を
言
っ
て
く
れ
嬉
し

か
っ
た
。
こ
れ
を
『
心
の
あ
り
が
と
う
貯

金
』
と
題
し
、
日
々
言
わ
れ
た
あ
り
が
と

う
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
楽
し
ん
で
い
る
」

（
読
売
新
聞
）
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「
初
心
者
泣
か
せ
」
だ
か
ら
こ
そ
通
っ

て
い
た
だ
き
た
い
、
お
寺
の
行
事
を

最
後
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

●
催
し
の
お
知
ら
せ

以
上
、
初
学
者
に
と
っ
て
、
な
ぜ

仏
教
が
難
し
い
の
か
説
明
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
個
人
で
仏
教
を
学
び
実

践
す
る
の
は
非
常
に
大
変
な
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
お
寺
や
僧
侶
が

必
要
な
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

本
照
寺
で
は
、
定
期
・
不
定
期
で

次
の
行
事
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

是
非
、
皆
さ
ま
が
仏
教
に
触
れ
る
機

会
と
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

理
由
の
分
か
ら
な
い
漠
然
と
し
た
不

安
に
悩
ま
さ
れ
る
、
絶
対
に
許
せ
な
い

と
い
う
怒
り
の
気
持
ち
で
苦
し
い
、
ど

う
し
て
も
人
と
比
べ
て
し
ま
い
優
越
感

や
劣
等
感
に
振
り
回
さ
れ
る
、
刹
那
的

な
食
欲
・
色
欲
・
物
欲
な
ど
に
夢
中
に

な
り
後
で
後
悔
す
る
…
。

仏
教
を
学
び
、
真
摯
に
修
行
を
す

す
め
て
い
く
こ
と
で
、
以
上
の
よ
う

な
悩
み
・
苦
し
み
も
少
し
ず
つ
楽
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
人
で
も
多
く

の
人
が
仏
教
に
触
れ
、
安
ら
か
な
日
々

を
送
る
助
け
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。

・
大
人
の
一
日
修
行
体
験

不
定
期
、
も
し
く
は
参
加
者
が

5
名
以
上
集
ま
っ
た
場
合
に
開
催
。

仏
教
の
目
的
や
、
そ
の
達
成
方
法

の
枠
組
み
な
ど
総
論
を
解
説
。
後

に
、
各
種
修
行
の
理
論
を
解
説
し
、

体
験
し
て
い
た
だ
く
催
し
。

・
月
初
め
の
寺
修
行

毎
月
1
日
朝
9
時
か
ら
の
30
～

60
分
程
度
の
修
行
と
仏
教
の
話
。

1
月
1
日
の
み
午
後
2
時
か
ら
。

コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
、
瞑
想
を
中
心

に
20
分
程
度
の
修
行
を
し
た
後
、

仏
教
の
話
。

・
寺
ヨ
ガ

初
心
者
歓
迎
の
ヨ
ガ
教
室
を
毎
月

第
1
、
第
3
金
曜
10
時
半
～
1
時
間

と
不
定
期
に
開
催
。
仏
教
同
様
、
ヨ

ガ
も
心
の
安
楽
を
目
的
と
し
て
お
り
、

身
体
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

と
て
も
充
実
し
て
い
る
。

・
境
内
整
備
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

本
照
寺
の
建
物
・
墓
地
周
辺
や
山

林
を
整
備
す
る
活
動
。
多
い
と
き
は

週
1
回
程
度
実
施
。
落
ち
葉
掃
除
、

草
刈
り
、
草
む
し
り
、
立
木
の
伐
採
・

剪
定
な
ど
敷
地
内
の
困
り
ご
と
の
解

決
・
景
観
向
上
の
た
め
に
幅
広
く
活

動
。
参
加
者
は
布
施
の
功
徳
を
積
む
。

希
望
者
に
は
日
程
の
案
内
を
す
る
の

で
本
照
寺
ま
で
問
い
合
わ
せ
を
。

・
そ
の
他
年
中
行
事

仏
教
・
日
本
仏
教
・
日
蓮
宗
を
感

じ
ら
れ
る
行
事
を
実
施
。
行
事
に
お

い
て
、
瞑
想
・
お
題
目
・
写
経
な
ど

の
修
行
体
験
も
不
定
期
に
開
催
。

副住職の
コーナー

初心者にとって仏教が難しい理由④

朝
の
詩う

た

み

ち
東
京
都
練
馬
区

深
瀬
和
雄

67

「
道
」
と
書
く

み
ち
が
あ
り

「
路
」
と
書
く

み
ち
も
あ
る

「
途
」
と
書
く

み
ち
が
あ
れ
ば

「
径
」
と
書
く

み
ち
も
あ
り

ど
こ
か
へ
向
か
い

人
は
歩
く

何
か
を
求
め

ひ
た
す
ら
歩
く

様
々
な
漢
字
の

奥
深
き
み
ち
を

父
と
子
の
絆

静
岡
市
葵
区

安
藤
勝
志

79

父
は
言
っ
た

男
と
い
う
も
の
は

無
口
が
い
い

父
の
手
紙
に
は

「
達
者
か
」
と
し
か

書
い
て
な
か
っ
た

「
達
者
だ
」
と

私
も
返
事
を
出
し
た

息
子
も
無
口
だ

メ
ー
ル
で

「
元
気
？
」
と

送
信
す
る
と

「
元
気
！
」
と

返
信
が
あ
る

そ
れ
で
も

父
と
子
の
絆
は
あ
る

主

人

堺
市
美
原
区

岡
田
伸
子

60

毎
日
お
酒
を
飲
む

本
当
に
三
百
六
十
五
日

後
一
杯
で
終
わ
り
に
す
る

と
言
う
け
ど
守
ら
な
い

も
う
病
気
に
な
り
ゃ
い
い

も
う
喋
っ
て
や
る
も
ん
か

も
う
爪
も
切
っ
て
や
ら
ん

そ
う
怒
り
な
が
ら
も

寝
て
し
ま
っ
た
主
人
に

毛
布
を
か
け
る

腹
が
立
つ

木
綿
往
生

岡
山
市
北
区

難
波
宏
子

53

服
を

服
の
ま
ま

捨
て
ら
れ
な
い

ボ
タ
ン
を
取
り

装
飾
を
取
っ
て

10
セ
ン
チ
角
に
切
り

「
拭
き
と
る
」
と
い
う

最
後
の
役
目
を
与
え
る

独
り
で
生
き
て
き
た
私
の

最
後
の
仕
事
は

何
に
な
る
の
だ
ろ
う

ふ
と

拭
く
手
を
止
め
る

（
産
経
新
聞
）

日
蓮
宗

常
栄
山

誰にでもできる月一回の修行・毎月1日午前9時から30～60分間・心をととのえる「月初めの寺修行」、どなたでもお参りください
感染症対策に対応しています。1月は午後2時からとなります

お
会
式
は
万
灯
奉
納
や
稚
児
奉
納
に
代
え
、
様
々
な
取
り
組
み
を

え

し

き

ま

ん

ど

う

ち

ご

「ナゾ解き寺散歩」から「薄明かり法要」まで

午後６時から執り行われた「薄明かり法要」。写真㊧は本堂左側。写真㊥は本堂中央。写真㊨は本堂右側。竹灯籠のローソクが光る

写真 ㊨から「ナゾ解き寺散

歩」「竹灯籠作り」「銀杏禅」
と う ろ う ぎ ん な ん

あいにくの雨でしたが皆さん
楽しみました (^_^)v



■
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
高
指

導
者
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
は
、
90

年
代
か
ら
環
境
問
題
に
つ
い
て
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
界
中
で
発
信
し

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

「
私
は
、
こ
れ
ま
で
『
利
他
的

行
為
』
は
人
生
が
う
ま
く
い
く
方

法
だ
と
述
べ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
利
他
が
結
局
は
得
を
す
る
の

だ
と
い
う
意
味
で
、
利
己
心
に
通

じ
る
も
の
で
す
」

「
常
々
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、
思
い
や
り
の
あ
る
考
え
方
の

大
切
さ
で
す
。
人
は
物
事
を
利
己

的
に
考
え
て
い
て
も
、
一
人
で
は

生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

人
の
幸
福
を
考
え
そ
れ
を
示
し
、

人
の
苦
し
み
を
分
か
ち
合
い
、
人

の
助
け
に
な
れ
ば
、
結
局
は
自
分

の
た
め
に
な
る
の
で
す
。
自
分
の

こ
と
し
か
考
え
ず
人
の
こ
と
を
忘

れ
て
い
る
と
、
い
つ
か
は
う
ま
く

い
か
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
と

て
も
単
純
な
論
理
な
の
で
す
」

■
ま
さ
に
、
利
他
が
利
己
心
に

通
じ
る
基
本
的
な
考
え
方
が
そ
こ

に
は
あ
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
れ
を
、
法
王
は
「
賢
い
利
己
心
」

と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
人
は
道
徳

的
観
点
か
ら
利
他
的
に
な
れ
と
言

わ
れ
て
も
、
な
か
な
か
他
者
に
ま

で
、
ま
し
て
や
見
た
こ
と
も
な
い

遠
く
の
国
の
誰
か
や
、
北
極
の
動

物
に
ま
で
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
何
よ
り
自
分
が
か

わ
い
い
、
自
分
が
い
ま
、
い
い
思

い
を
し
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が

偽
ら
ぎ
る
人
間
の
姿
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
自
分
と
い
う

存
在
が
全
く
孤
立
し
て
生
き
て
い

る
と
い
う
誤
解
、
も
し
く
は
視
野

の
狭
さ
に
よ
っ
て
真
実
が
見
え
て

い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

も
し
、
人
間
が
本
当
に
そ
の
よ

う
な
目
の
前
の
こ
と
し
か
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
生
き
物
で
あ
る
の

な
ら
ば
、
ご
く
近
い
将
来
、
滅
び

て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
お
そ
ら
く
地
球
は
こ
の
人
類

と
い
う
、
た
っ
た
一
種
類
の
ガ
ン

の
よ
う
な
生
物
種
を
淘
汰
し
よ
う

と
す
る
で
し
ょ
う
。

■
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
に
よ
る

と
、
仏
教
で
は
自
然
を
「
く
う

・

空
」
と
捉
え
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
存
在
し
な
い
と

い
う
の
で
は
な
く
、
「
真
に
独
立

し
て
存
在
す
る
も
の
は
な
い
」
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る

事
象
は
、
別
の
要
因
で
存
在
し
て

い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

仏
教
の
経
典
『
般
若
心
経
』
に

あ
る
「
し
き
そ
く
ぜ
く
う

・
色
即
是
空
」

と
い
う
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
端
的

に
示
し
て
い
ま
す
。

「
色
」
は
宇
宙
に
存
在
す
る
す

べ
て
の
物
質
や
現
象
の
こ
と
で
あ

り
、
「
空
」
は
、
固
定
し
た
実
体

が
な
く
空
虚
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
私
た

ち
は
、
一
人
で
存
在
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
周
囲
の
存
在
が
あ
っ

て
初
め
て
こ
こ
に
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
利
他
の
心
、
優
し
さ
は
、

ま
ず
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認

識
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
法
王
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
人
間
は
社
会
的
な
動
物
で
す
。

生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
仲
間
が

必
要
で
す
。
他
の
人
間
が
い
な
け

れ
ば
、
生
き
て
い
く
こ
と
は
絶
対

不
可
能
で
す
。
そ
れ
が
自
然
の
法

則
で
あ
り
、
自
然
の
姿
で
す
。
私

は
、
基
本
的
に
人
間
の
本
質
は
優

し
い
の
だ
と
深
く
信
じ
て
い
ま
す

の
で
、
人
は
環
境
に
対
し
て
優
し

く
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
」
と
。

人
類
学
者
の
長
谷
川
真
理
子
氏

は
「
共
生
的
進
化
論
」
と
し
て
、

最
終
的
に
生
き
残
る
も
の
を
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
、
単
に
得
よ

う
と
す
る
だ
け
で
な
く
与
え
る
種

が
生
き
残
る
、
つ
ま
り
「
足
る
こ

と
を
知
る
」
種
が
歴
史
的
に
長
生

き
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

実
に
興
味
深
い
学
説
で
す
。

■
法
王
は
「
空
」
を
「
相
互
依

存
」
（
㊦
編
集
後
記
に
説
明
）

と
表
現
し
、

仏
教
は
こ
の
相
互
依
存
を
掲
げ
る

唯
一
の
宗
教
で
あ
る
、
と
説
か
れ

て
い
ま
す
。

自
然
を
含
め
た
す
べ
て
の
現
象

は
相
互
依
存
で
起
こ
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
仏
教
で
は
「
縁
起
」
と
も

い
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
仏
教

で
は
多
く
の
宗
教
に
存
在
す
る
唯

一
神
の
よ
う
な
も
の
は
認
め
ず
、

親
と
子
も
、
人
間
同
士
も
、
自
分

と
世
間
も
、
あ
る
い
は
ヒ
ト
と
他

の
生
物
も
、
深
い
縁
で
繋
が
っ
て

い
る
と
考
え
る
の
で
す
。

■
法
王
は
こ
う
し
た
前
提
の
も

と
で
、
仏
教
の
考
え
方
は
、
現
代

科
学
の
基
本
概
念
と
一
致
す
る
と

説
か
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
陽
子
が
あ
れ
ば
反
陽

子
が
あ
り
、
プ
ラ
ス
が
あ
れ
ば
マ

イ
ナ
ス
が
必
ず
あ
る
。
そ
う
い
う

も
の
で
科
学
が
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
、
両
者
は
「
相
互
依
存
」
し

て
い
て
、
仏
教
的
に
い
え
ば
「
縁
」

で
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法

王
の
言
う
「
相
互
依
存
」
を
科
学

に
当
て
は
め
れ
ば
「
縁
の
科
学
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

遺
伝
子
も
ま
た
、
利
己
的
な
遺

伝
子
と
利
他
的
遺
伝
子
が
相
互
依

存
し
て
い
て
縁
で
成
り
立
っ
て
い

る
、
と
私
が
考
え
て
い
る
理
由
は

そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

■
環
境
問
題
に
お
い
て
も
法
王

は
、
「
今
世
紀
に
と
て
つ
も
な
い

気
候
変
動
と
生
態
系
の
未
曽
有
の

破
壊
が
起
き
、
深
刻
な
終
末
を
招

き
か
ね
な
い
」
と
、
国
際
社
会
の

す
ば
や
い
行
動
を
促
し
、
化
石
燃

料
の
過
剰
使
用
を
戒
め
、
米
中
な

ど
の
二
酸
化
炭
素
排
出
大
国
に
削

減
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
求

め
、
先
進
国
の
国
民
が
「
使
い
捨

て
」
の
生
活
様
式
を
改
め
る
よ
う

に
と
要
請
さ
れ
て
来
ま
し
た
。

「
戦
争
は
人
間
の
歴
史
の
一
部

で
す
が
、
戦
争
を
作
り
出
す
概
念

で
あ
る
『
自
国
』
『
自
国
民
』

『
我
わ
れ
』
『
彼
ら
』
は
、
も
は

や
私
た
ち
が
生
き
る
グ
ロ
ー
バ
ル

な
世
界
に
お
い
て
は
意
味
を
な
し

ま
せ
ん
。
す
べ
て
の
人
類
が
、
私

た
ち
と
同
様
幸
せ
に
生
き
た
い
の

だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
の
未
来
は

他
者
に
依
存
し
、
他
者
の
未
来
も

ま
た
私
に
依
存
し
て
い
ま
す
」

法
王
の
発
言
を
受
け
て
私
も
ま

た
、
問
題
の
一
端
は
私
た
ち
が
、

自
分
や
自
国
だ
け
の
こ
と
を
考
え

る
点
に
あ
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
、

今
よ
り
も
質
素
、
か
つ
謙
虚
に
生

き
て
い
く
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
語
り
ま
し
た
。

法
王
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
一
人
の
人
間
は
37
兆
個
の
細
胞

を
持
っ
て
い
ま
す
。
天
文
学
的
な

数
の
細
胞
が
臓
器
に
な
り
働
い
て

い
ま
す
。
細
胞
に
は
お
互
い
を
支

え
、
助
け
る
仕
組
み
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。
細
胞
は
見
え

ま
す
が
、
お
互
い
を
支
え
る
愛
や

思
い
や
り
と
い
っ
た
心
は
目
に
見

え
ま
せ
ん
。
本
当
に
大
切
な
も
の

は
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」

対
話
の
終
盤
、
環
境
宣
言
が
日

英
語
で
読
み
上
げ
ら
れ
…
（
後
略
）

1月/3月/6月or7月/10月/12月発行 本照寺だより

◆
左
記
の
文
章
に
あ
る
「
相
互
依
存
」
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
魚
の
漁
に
使
わ
れ
る
投

網
（
と
あ
み
）

を
思
い
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
。
一
つ
の
網

の
目
は
、
そ
の
周
り
に
存
在
す
る
多
数
の
網
目
と
の
つ

な
が
り
、
支
え
、
関
わ
り
合
い
が
あ
っ
て
初
め
て
存
在
で

き
る
の
で
す
。
こ
れ
を
「
相
互
依
存
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
私
た
ち
も
こ
の
一
つ
の
網
目
と
同
じ
よ
う
に
、
周
囲

と
無
関
係
で
自
分
ひ
と
り
で
存
在
で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
通
じ

ま
す
。
そ
し
て
人
間
対
人
間
と
の
範
囲
を
超
え
、
生
物
と
無
生
物
を

も
超
え
、
一
切
か
ら
「
生
か
さ
れ
」
同
時
に
一
切
を
生
か
し
て
い
く
と

い
う
、
貴
重
に
し
て
尊
厳
な
自
己
で
あ
る
真
実
に
気
付
く
べ
き
な
の
で

す
。
こ
の
道
理
は
、
日
常
な
に
げ
な
し
に
口
に
し
て
い
る
あ
い
さ
つ
の

言
葉
、
「
お
陰
さ
ま
」
を
よ
く
噛
み
し
め
る
な
ら
自
然
に
合
点
で
き
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
元
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
は
言
い
ま
す
。
「
日

本
語
の
『
お
陰
さ
ま
』
と
い
う
言
葉
が
世
界
の
中
で
一
番
美
し
い
」
と
。

編
集

後
記

な
ど

「仏教の説く『空』は、人類が到達した最深、最高の哲理であろう」 小室直樹（東京大学出身・法学博士・社会学者・評論家）

く う
こ む ろ な お き

令和3年12月1日

私
の
未
来
は
他
者
に
依
存
し

他
者
の
未
来
も
ま
た
私
に
依
存
し
ま
す

◆
昭
和
か
ら
平
成
、
そ
し
て
令
和
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
こ
の
間
、
世
界
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
時
代
へ
と

移
行
し
ま
し
た
が
、
こ
の
一
つ
の
地
球
が
、
温
暖
化
に
よ
っ
て
人
類
生
存
が
危
う
く
な
る
と
こ
ろ
ま
で
切
羽
詰

ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
先
般
、
英
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
気
温
上
昇
は
悪
化

の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
体
、
人
類
の
未
来
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
◆
過
去
、
私

た
ち
人
類
は
警
告
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、
水
資
源
や
食
糧
の
飽
く
な
き
浪
費
を
な
し
、
目
の
前
の
享
楽
に

ふ
け
り
、
同
じ
地
球
に
生
き
る
動
物
の
命
な
ど
気
に
せ
ず
に
行
動
し
て
き
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
（
地
球
か
ら
水
が

無
く
な
る
日
を
「
デ
イ
・
ゼ
ロ
」
と
呼
び
、
結
果
、
世
界
的
饑
餓
に
）

。
も
う
遅
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
地
球
環
境
の
変
化

と
繋
が
っ
て
い
な
い
人
は
だ
れ
一
人
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
今
、
真
剣
に
考
え
る
べ
き
時
で
す
。

◆
今
回
は
元
・
筑
波
大
学
教
授
・
村
上
和
雄
（
85
歳
没
）
が
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
高
指
導
者
、
ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
法
王
と
の
対
談
を
も
と
に
、
仏
教
か
ら
見
た
世
界
観
や
、
仏
教
者
と
し
て
の
在
り
方
を
示
し
て
い
ま
す
。

村
上
和
雄
…
昭
和
11
年
奈
良
県
生
ま

れ
。
筑
波
大
学
教
授
。
遺
伝
子
工
学

で
の
世
界
第
一
人
者
。
「
ス
イ
ッ
チ

Ｏ
Ｎ
の
生
き
方
」
致
知
出
版
社
な
ど
。

昨
年
４
月
に
85
歳
に
て
死
去
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
14
世
（
86
歳
）

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最
高
指
導
者
。

イ
ン
ド
に
亡
命
し
て
60
年
。

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
。

24
回
も
の
来
日
を
果
た
す
。

賢

い

利

己

心

相

互

依

存


