
■
10
月
19
日(

土)

、
お
寺
の
秋

祭
り
「
お
会
式
」
を
無
事
に
終
え

ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
を
乗
り
越
え
て

の
通
常
開
催
２
年
目
で
す
。
10
月

と
は
思
え
な
い
最
高
気
温
30
℃
の

暑
さ
や
蚊
に
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
が
、

屋
台
や
夜
間
の
大
規
模
な
万
灯
行

列
も
あ
り
、
お
よ
そ
３
０
０
名
弱

の
方
が
来
場
。
と
て
も
に
ぎ
や
か

な
１
日
に
な
り
ま
し
た
。

◆
今
年
は
新
た
な
取
り
組
み
と

し
て
、
ひ
ゃ
く
て
ん
は
な
ま
る
さ

ん
に
親
子
大
道
芸
を
披
露
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
近
隣
の
方
へ

万
灯
行
列
へ
の
参
列
を
呼
び
か
け

た
と
こ
ろ
、
多
く
の
ご
家
族
が
参

加
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
嬉
し
い

と
こ
ろ
で
す
。

そ
し
て
、

関
係
の
皆

さ
ま
の
お

力
添
え
で
、

お
抹
茶
体

験
、
足
も

み
、
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン

グ
に
よ
る

ゲ
ー
ム
作

り
体
験
、
ナ
イ
ト
ヨ
ガ
な
ど
今
年

も
た
く
さ
ん
の
催
し
を
用
意
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◆
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ま
、
万
灯

を
奉
納
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
、

ご
来
場
の
皆
さ
ま
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
来

年
を
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ

い
ね
。

（
副
住
職

須
藤
貴
裕
）

●
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
？

し
か
し
、
私
の
話
を
聞
い
て
「
ず
っ

と
修
行
を
続
け
な
い
と
い
け
な
い
の

は
、
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
」
と
感

じ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
疑
問
は
も
っ
と
も
で

す
。
で
す
が
、
修
行
の
結
果
得
ら
れ

る
境
地
は
あ
ま
り
に
も
素
晴
ら
し
く
、

わ
ざ
わ
ざ
面
倒
な
思
い
を
し
て
ま
で

体
験
す
る
価
値
の
あ
る
こ
と
だ
と
感

じ
ま
す
。

だ
か
ら
、
仏
教
は
２
５
０
０
年
以

上
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
し
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日

本
の
精
鋭
た
ち
が
命
が
け
で
求
め
て

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
は
、
修
行
を
す
る
こ
と
で

初
め
て
、
遺
伝
的
・
習
慣
的
な
し
が

ら
み
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
自
分
の

ふ
る
ま
い
を
選
ぶ
自
由
を
手
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

●
人
生
は
楽
し
い
と
い
う
方
へ

「
人
生
は
楽
し
く
特
に
困
っ
て
い

な
い
」
と
言
う
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
方
に
伝
え
た
い
の
は
、

修
行
で
得
ら
れ
る
境
地
は
、
い
ま
感

じ
て
い
る
幸
せ
よ
り
も
は
る
か
に
素

晴
ら
し
い
状
態
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
も
自
分
の
こ
と
を
「
そ
こ
そ
こ

幸
せ
な
人
間
だ
」
と
思
っ
て
生
き
て

き
ま
し
た
し
、
実
際
そ
う
だ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
た
ま
た
ま
僧
侶
に
な
り
、

義
務
感
で
修
行
を
し
て
い
た
ら
、
想

像
も
し
て
い
な
い
心
身
の
変
化
を
実

感
し
、
こ
の
よ
う
に
嬉
々
と
し
て
修

行
を
オ
ス
ス
メ
し
て
い
る
訳
で
す
。

余
計
な
期
待
を
持
た
せ
て
し
ま
う

の
は
不
本
意
な
の
で
す
が
、
修
行
を

す
る
な
か
で
今
ま
で
の
人
生
で
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
体
験
を
た
く
さ
ん

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

修
行
の
境
地
は
人
生
経
験
の
延
長

に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
過
去
の
体

験
か
ら
ど
ん
な
状
態
か
を
類
推
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
最
後
に

い
つ
も
同
じ
よ
う
な
話
の
繰
り
返

し
で
す
み
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
皆
さ

ま
に
伝
え
た
い
こ
と
は
一
つ
で
す
。

「
仏
教
の
修
行
は
本
当
に
素
晴
ら

し
い
の
で
、
是
非
一
緒
に
や
り
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
変
化
を
実
感
で
き
る
ま

で
に
は
時
間
は
か
か
る
の
で
、
根
気

強
く
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
僧

侶
が
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
仏
道
は
縣
曠
な
り
。
無
量
の
劫
を

は

る

か

こ
う

経
て
、
勤
苦
し
て
行
を
積
み
、
具
さ

ご

ん

く

つ
ぶ

に
諸
度
を
修
し
、
然
し
て
後
に
乃
ち

し

ょ

ど

し
ゅ

し
こ
う

す
な
わ

成
ず
」
（
法
華
経
）

じ
ょ
う
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副住職の
コーナー

朝
の
詩

う

た

華
麗
な
る
50
代

東
京
都
稲
城
市

中
村
近
子

59

美
容
室
で

髪
が
う
ね
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
と
言
っ
た
ら

「
カ
レ
イ
で
す
ね
」

眼
科
で
充
血
し
や
す
く
な

り
ま
し
た
と
言
っ
た
ら

「
カ
レ
イ
で
す
ね
」

ど
こ
に
行
っ
て
も
加
齢
で

済
ま
さ
れ
る

好
き
な
魚
は

カ
レ
イ
の
煮
付
け

好
き
な
パ
ン
は

カ
レ
ー
パ
ン

あ
あ
我
が
華
麗
な
る
人
生

ふ
け
い
き

埼
玉
県
秩
父
郡

大
野
政
子

56

ふ
け
い
き
に
な
っ
て

夫
が
早
く
帰
っ
て

来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

ふ
け
い
き
に
な
っ
て

夕
食
の
鍋
物
が

増
え
て
き
ま
し
た

ふ
け
い
き
に
な
っ
て

靴
下
の
ほ
こ
ろ
び
を

縫
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た

不
景
気
は
確
実
に

我
が
家
を
変
え
ま
し
た

な
の
に

ふ
し
ぎ
と

暖
か
い
の
で
す

歯
科
に
て

東
京
都
大
田
区

夏
木

元

38

待
合
室
に
も

聞
こ
え
て
く
る

診
療
室
の
声

「
良
い
入
れ
歯
は
少
し
高

く
て
も
寿
命
が
長
い
か
ら
」

と
先
生

「
で
も
私
よ
り
寿
命
が
長

い
の
は
困
る
か
ら
」
と

お
婆
さ
ん

う
ま
く

噛
み
合
わ
な
い

入
れ
歯
問
答

新
聞
記
事

大
阪
府
枚
方
市

ひ
ら
か
わ
美
秋

55

今
が
一
番

若
い
の
で
す
よ

い
つ
も
一
番
若
い
時
を

生
き
て
い
る
ん
で
す
よ

今
が
一
番
若
い
？

本
当
だ
！

こ
ん
な
当
た
り
前
の
こ
と

こ
ん
な
大
切
な
こ
と

ど
う
し
て

気
付
か
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う

投
稿
し
た
お
じ
い
さ
ん

素
敵
な
言
葉
を

あ
り
が
と
う

（
産
経
新
聞
）

誰にでもできる月一回の修行・毎月1日午前9時から1時間程度・瞑想など心をととのえる「月初めの寺修行」、どなたでもお参りください
1月は午後2時からとなります

㊧
㊤
㊤
大
道
芸
の
一
幕
。
獅
子
舞
が
登
場
し

ま
し
た
！
後
ろ
に
は
た
く
さ
ん
の
屋
台
も

㊧
㊤
大
道
芸
の
一
幕
。
上
手
に
傘
回
し
を
し

て
い
る
の
は
な
ん
と
８
才
の
男
の
子
！

㊧
㊦
夕
方
の
万
灯
行
列
へ
、
近
隣
の
ご
家
族

も
参
列
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
の
提
灯
が
賑
や
か
で
す
。
一
緒
に
太
鼓

を
叩
い
て
く
れ
た
方
も
！

㊨
茶
室
の
掛
け
軸
は
日
蓮
聖
人
の
涅
槃
図
で

す
。
聖
人
の
命
日
に
ち
な
ん
だ
催
し
で
す

か
ら
ね
。
そ
の
遺
徳
を
偲
び
ま
す
。

㊦
お
抹
茶
体
験
。
今
年
は
野
点
の
和
傘
を
お

持
ち
い
た
だ
き
ま
し
た
。
赤
い
色
が
庭
や

山
の
緑
に
映
え
ま
す
。

㊦
㊦
お
参
り
の
方
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
竹
灯

ろ
う
を
本
堂
へ
お
供
え
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
万
灯
が
奉
納
で
き
な
い
な
か
、
代
わ
り

と
な
る
灯
り
を
お
供
え
し
た
い
と
始
め
た

取
り
組
み
で
す
が
、
す
っ
か
り
定
着
し
ま

し
た
。
こ
の
竹
灯
り
の
ほ
の
か
な
灯
り
の

中
、
本
堂
で
ナ
イ
ト
ヨ
ガ
も
行
い
ま
し
た
。

㊨
㊤
お
稚
児
さ
ん
た
ち
と
本
堂
前
で
パ
チ
リ
。

暑
い
中
の
行
列
は
大
変
で
し
た
ね
。

㊨
立
正
佼
成
会
さ
ん
に
よ
る
万
灯
行
列
。
夕

暮
れ
の
闇
を
万
灯
の
灯
り
が
照
ら
し
ま
す
。

厚
木
教
会
様
は
今
年
で
発
足
50
周
年
と
の

こ
と
。
本
照
寺
も
記
念
式
典
に
ご
招
待
い

た
だ
き
ま
し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
！

お
会
式
に
初
め
て
の
大
道
芸

コロナにかかって学んだこと④

人
生
２
度
目
の
コ
ロ
ナ
感
染

で
得
ら
れ
た
、
修
行
に
関
す
る

学
び
の
４
記
事
目
で
す
。



■
今
か
ら
１
５
０
年
前
、
世
界
最
高
の

造
船
技
術
を
持
っ
て
い
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ

で
す
が
、
今
は
日
本
で
す
。
同
じ
く
１
５

０
年
前
、
世
界
最
高
の
鉄
道
技
術
を
持
っ

て
い
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
す
が
、
今
は
日

本
で
す
。
自
動
車
技
術
も
、
そ
う
で
す
。

更
に
今
か
ら
３
千
年
前
、
中
国
の
江
南

地
域
か
ら
お
米
作
り
を
習
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
ど
う
で
し
ょ
う
、
今
世
界
で
最
も

美
味
し
い
お
米
は
日
本
人
が
作
っ
て
い
ま

す
。
日
本
人
が
本
気
で
物
作
り
を
し
た
ら
、

と
ん
で
も
な
い
も
の
を
作
る
ん
で
す
。

磨
製
石
器
を
世
界
で
一
番
最
初
に
作
っ

た
の
は
日
本
人
で
す
。
土
器
も
そ
う
で
す
。

日
本
人
の
物
作
り
精
神
を
発
揮
し
た
ら
、

す
ご
い
物
を
つ
く
り
ま
す
。

「
生
き
が
い
」
と
「
お
金
」

■
仕
事
に
対
し
て
や
り
甲
斐
を
感
じ
よ

う
と
す
る
の
が
日
本
人
で
す
。
欧
米
は
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
、
お
金
な
ん
で
す
。
彼

ら
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。

仕
事
よ
り
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
方
が
重
要

な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
ポ
ー

ン
。■

17
時

に
な
っ
た

ら
、
は
い

終
了
で
す
。

サ
ー
ビ
ス

残
業
な
ど

あ
り
得
な

い
ん
で
す
。

「
仲
間
同
士
集
ま
っ
て
お
酒
飲
み
に
行
こ

う
」
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
こ
で
仕
事
の
話

を
し
た
ら
嫌
わ
れ
ま
す
。
「
ち
ょ
っ
と
待

て
」
と
。
「
お
前
デ
リ
カ
シ
ー
無
い
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
今
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
時

間
を
楽
し
ん
で
い
る
の
に
、
「
な
ん
で
お

前
仕
事
の
話
を
す
る
ん
だ
」
と
言
わ
れ
ま

す
。と

こ
ろ
が
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で

は
夜
遅
く
な
っ
て
「
先
輩
ち
ょ
っ
と
飲
み

に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
新
橋
の
ガ
ー

ド
下
で
焼
き
鳥
つ
つ
き
な
が
ら
仕
事
の
話

を
す
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
世
界
の
中
で
は

あ
り
得
な
い
話
で
す
が
、
日
本
人
は
仕
事

を
通
し
て
生
き
が
い
を
得
よ
う
と
し
ま
す
。

と
い
う
の
は
、

仕
事
っ
て
何
の
た
め
に

す
る
の
か
と
い
う
話
な
ん
で
す
が
、
前
文

の
割
り
切
っ
た
欧
米
人
の
考
え
で
す
と
、

「
い
や
、
お
金
の
た
め
だ
よ
」
と
答
え
る

人
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
悪
い
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
普

通
な
ん
で
す
。

世
の
た
め
人
の
た
め

■
片
や
日
本
人
に
「
君
、
何
の
た
め
に

仕
事
し
て
る
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、
も
ち

ろ
ん
お
金
な
い
と
生
活
で
き
な
い
ん
で
す

け
ど
も
、
「
お
金
の
た
め
に
」
と
言
う
人

の
方
が
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
こ
の
仕
事
面
白
い
と
か
、
や
り
甲
斐

が
あ
る
ん
だ
と
か
。
こ
う
い
う
物
を
作
っ

て
多
く
の
人
を
驚
か
せ
た
い
し
、
楽
し
ま

せ
た
い
」
と
か
。

「
こ
う
い
う
料
理
作
っ
て
う
ち
の
お
客

さ
ん
た
ち
を
も
っ
と
笑
顔
に
さ
せ
た
い
」

と
か
。
や
は
り
こ
の
仕
事
の
中
に
、
ど
う

い
う
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
い
こ
う
か
と
い

う
こ
と
を
凄
く
重
視
す
る
ん
で
す
。

■
日
本
人
は
「
世
の
た
め
人
の
た
め
に
」

仕
事
を
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
発
想
な

ん
で
す
（
こ
れ
を
利
他
と
言
う
：
住
職
注
）

。

皆
様
方
も
で
す
ね
、
ご
両
親
や
お
じ
い

さ
ん
や
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
た
と

思
う
ん
で
す
。
将
来
、
「
世
の
た
め
人
の

た
め
に
」
役
立
つ
よ
う
な
立
派
な
大
人
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
。

他
人
を
蹴
落
と
し
て
で
も
い
い
か
ら
の

し
上
が
っ
て
金
を
つ
か
め
と
い
っ
た
教
育

は
あ
ま
り
し
な
い
で
す
ね
。
で
も
ア
メ
リ

カ
で
は
そ
れ
が
基
本
で
す
か
ら
。
社
会
貢

献
は
成
功
し
た
後
の
話
で
す
。
ア
メ
リ
カ

の
場
合
は
成
功
を
収
め
た
人
が
ビ
ル
ゲ
イ

ツ
財
団
を
作
っ
た
り
ね
。

仕

事

は

懲

役

？

ち

ょ
う
え
き

■
聖
書
に
よ
る
と
、
働
く
と
い
う
の
は

罪
に
対
す
る
償
い
だ
と
教
え
て
い
る
ん
で

す
。
こ
れ
は
私
の
意
見
で
は
な
く
聖
書
に

書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が
食
べ
て

は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い

た
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て

追
放
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
降

人
間
は
自
分
で
働
か
な
く
て

は
い
け
な
く
な
っ
た
。
働
く

と
い
う
の
は
罪
に
対
す
る
償

い
だ
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
な
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
働
く
と
い
う
の
は
懲
役
と
一
緒
で

す
か
ら
罪
に
対
す
る
償
い
な
ん
で
す
。

こ
れ
、
早
く
終
わ
り
に
し
た
い
で
す
よ

ね
。
70
歳
過
ぎ
て
仕
事
な
ん
て
い
う
の
は
、

も
う
悪
夢
な
わ
け
で
す
。
仕
事
の
中
で
夢

と
か
希
望
と
か
や
り
甲
斐
と
か
、
そ
ん
な

も
ん
で
は
な
い
ん
で
す
。
仕
事
と
は
厳
し

く
き
つ
い
も
の
な
ん
で
す
。
毎
日
「
懲
役
」

が
８
時
間
来
る
ん
で
す
か
ら
。

だ
か
ら
ピ
ッ
ピ
ッ
ピ
ッ
ポ
ー
ン
。
17
時

に
な
っ
た
ら
や
っ
と
釈
放
さ
れ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
の
あ
と
、
ま
た
刑
務
作
業
な

ん
か
し
た
く
な
い
わ
け
で
す
。

「
今
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
時
間
を
楽
し

ん
で
る
ん
で
仕
事
の
話
を
す
る
な
！
」
っ

て
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

■
聖
書
に
頼
れ
ば
「
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
が

食
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
子
孫
が
俺
た
ち

な
ん
だ
か
ら
」
と
。
俺
た
ち
は
原
罪
を
持
っ

て
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
働
く
と
い

う
の
は
罪
に
対
す
る
償
い
な
ん
だ
か
ら
、

「
し
か
た
が
な
い
早
く
済
ま
そ
う
」
と
な

る
わ
け
で
す
。
厳
し
い
労
働
を
な
ん
と
か

そ
う
や
っ
て
納
得
さ
せ
て
来
た
ん
で
す
。

片
や
仕
事
を
喜
び
と
捉
え
て
来
た
日
本
人

な
ん
で
す
。

仕
事
を
「
懲
役
」
と
捉
え
る
人
と
、
仕

事
を
「
喜
び
」
と
捉
え
る
人
と
、
そ
れ
は

働
き
方
が
変
わ
っ
て
当
然
で
す
。
こ
れ
が

日
本
人
に
と
っ
て
の
「
働
く
」
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
。

■
矢
張
り
そ
の
原
点
に
あ
る
の
は
日
本

人
の
働
く
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
精
神
性

で
す
よ
。
だ
か
ら
日
本
人
が
物
を
作
る
と
、

日
本
人
っ
ぽ
い
も
の
が
出
来
る
わ
け
で
す
。

「
こ
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
い
い
な
、

こ
う
工
夫
し
た
ら
み
ん
な
喜
ん
で
く
れ
る

か
な
、
こ
う
い
う
調
味
料
入
れ
た
ら
も
っ

と
美
味
し
く
な
る
か
な
。
多
く
の
人
を
喜

ば
せ
た
い
、
楽
し
ま
せ
た
い
」
、
そ
う
い

う
気
持
ち
で
物
を
作
る
ん
で
す
ね
。

日
本
人
は
子
供
に
買
わ
せ
る
も
の
だ
っ

て
手
抜
き
を
し
ま
せ
ん
。
「
う
ま
い
棒
」

は
12
円
で
す
よ
ね
（
現
在
15
円
）
。
12
円

で
あ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
お
菓
子
は
ア
メ
リ

カ
に
は
有
り
ま
せ
ん
。
子
供
に
買
わ
せ
る

物
で
も
手
抜
き
し
な
い
。
子
供
騙
し
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
。

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、

ア
ニ
メ
っ
て
所
詮
子
供
を
対
象
と
し
た
も
の

だ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
作
ら
れ

る
ア
ニ
メ
は
子
供
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
人

も
一
緒
に
涙
で
き
る
も
の
で
あ
り
子
供
騙
し

で
は
な
い
の
で
す
。
も
う
そ
れ
だ
け
で
世
界

の
芸
術
に
な
る
わ
け
で
す
。

■
ま
た
差
し
上
げ
る
物
で
も
手
抜
き
を

し
な
い
で
す
ね
。
例
え
ば
、
家
の
庭
に
柿

の
実
が
な
っ
て
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。

「
傷
つ
い
た
の
は
我
が
家
で
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
」
と
。
具
合
い
の
い
い
の
を
ご

近
所
に
配
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
し
か

も
「
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
け
ど
」
と
言
っ

て
差
し
上
げ
る
わ
け
で
す
。
（
語
り
：
竹
田
恒
泰
）
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■
「
ツ
ナ
ミ
」

が
世
界
語
に
な

り
、
ま
た
「
生
き

が
い
」
も
「
イ
キ
ガ

イ
」
と
の
世
界
語
に
な

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
他

国
に
な
い
言
葉
だ
か
ら
で
す
。

「
お
陰
さ
ま
」
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」

「
い
た
だ
き
ま
す
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

「
お
疲
れ
さ
ま
」
等
々…

。
他
国
に
は

無
い
言
葉
は
か
な
り
の
数
に
上
り
ま
す
。

あ
る
本
に
「
世
界
の
言
語
で
語
彙
の
数

ご

い

が
一
番
多
い
言
語
は
日
本
語
で
す
」
と

あ
っ
た
。
さ
も
あ
り
な
ん
、
で
す
。
左

記
文
章
に
、
宗
教
に
よ
る
日
本
と
欧
米

の
仕
事
観
の
違
い
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
日
本
の
「
生
き
が
い
」
と
欧
米

の
「
お
金
」
と
の
仕
事
に
対
す
る
姿
勢

を
、
と
て
も
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て

い
ま
す
。
日
本
人
が
全
て
に
わ
た
り
完

璧
を
求
め
続
け
る
こ
と
は
、
日
本
人
の

伝
統
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
が
、
仏
教
に
よ
る
自
利
利
他
の

影
響
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

編
集
後
記

な
ど

■
14
年
前
の
平
成
22
年
、
『
日
本
航
空
：
Ｊ
Ａ
Ｌ
』
が
２
兆
３
千
億
円
の
負

債
を
抱
え
倒
産
し
た
が
、
そ
の
再
起
に
臨
ん
だ
「
京
セ
ラ
」
「
第
二
電
電
：
K
D

D
I
」
の
創
業
者
、
稲
盛
和
夫
（
令
和
4
年
90
歳
没
）
は
日
本
航
空
の
朝
礼
で
「
君

た
ち
は
誰
の
た
め
に
働
い
て
い
る
ん
だ
！
」
と
何
度
も
喝
破
し
た
と
い
う
。
稲
盛

和
夫
は
仏
教
精
神
に
基
づ
い
た
会
社
経
営
を
為
し
、
利
他
を
常
に
心
掛
け
て
き
た
。

片
や
キ
リ
ス
ト
教
下
で
の
「
働
く
」
と
の
概
念
は
、
「
お
金
を
得
る
」
に
尽
き
る

と
、
竹
田
恒
泰
は
語
る
。
（

日
本
が
ス
ゴ
い
！

モ
ノ
づ
く
り
精
神
が
ヤ
バ
い
！

日
本
は
な
ぜ
世
界
で
い
ち
ば
ん
人
気
が
あ
る
の
か
！
：YouTube

よ
り
転
筆
）

「
働
く
」
こ
と
に
「
生
き
が
い
」
を
求
め
る
日
本
人

宗

教

上

の

違

い

か

ら

来

る

働

く

こ

と

へ

の

違

い

物
作
り
世
界
一
の
日
本

ア
ダ
ム
と
イ
ブ

■
竹
田
恒
泰
（
つ
ね
や
す
）

。
昭
和
50
年
生
ま
れ
。
明
治
天

皇
の
玄
孫
（
や
し
ゃ
ご
）

で
、
今
上
天
皇
（
徳
仁
・
な
る
ひ
と

）
と

は
親
戚
（
三
従
兄
弟
）

に
あ
た
る
。
東
京
都
港
区
に
て
出
生
。

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
で

環
境
学
を
専
攻
し
て
卒
業
。
『
語
ら

れ
な
か
っ
た
皇
族
た
ち
の
真
実
：
若

き
末
裔
が
初
め
て
明
か
す
』
『
日
本

は
な
ぜ
世
界
で
い
ち
ば
ん
人
気
が
あ

る
の
か
』

他
：
著
書
多
数
。
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