
  

「
正
し
く
恐
れ
る
」
大
変
難
し
い
こ
と
か
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
よ
う
な

新
た
な
似
て
非
な
る
も
の
に
対
し
て
も
、
こ

れ
ま
で
通
り
の
予
防
を
続
け
、
労
り
の
思
い

を
持
ち
続
け
て
参
り
た
い
も
の
で
す
。 
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二
〇
二
一
年
一
二
月
一
日
発
行

 

「
情
念
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖

人
は
こ
の
言
葉
は
お
使
い
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
心
や
思
い
を
表
現
さ
れ
る
と
き
、
「
心
」

「
こ
こ
ろ
」
「
情
」
「
念
」
を
使
い
分
け
て
お
ら

れ
る
よ
う
で
す
。
上
記
の
二
つ
の
御
文
は
、
同
じ

よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
『
教
行
信
証
』
で
は
、

「
念
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
『
浄
土
文

類
聚
鈔
』
で
は
、
「
情
」
を
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
「
ね
ん
」
「
じ
ょ
う
」
と
読
む
の
か
、
「
お

も
い
」
と
か
「
こ
こ
ろ
」
と
読
む
の
か
は
、
私
は

よ
く
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
違
う
字
が
当
て

ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

私
自
身
の
こ
こ
ろ
は
、
ど
こ
ま
で
も
煩
悩
だ
ら

け
の
「
情
」
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
私
の
こ

こ
ろ
に
は
、
「
念
」
（
阿
弥
陀
様
の
お
こ
こ
ろ
の

〝
南
無
阿
弥
陀
仏
〟
）
が
、
い
つ
も
一
緒
に
居
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
と
、
念
仏
申
す
身
に
な
ら
せ
て

い
た
だ
い
た
者
に
は
、
自
然
に
味
わ
え
る
と
の
こ

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
の
「
情
（
こ
こ
ろ
）
」

に
常
に
寄
り
添
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
心
が
け
、
お
念
仏
申
し
て
参
り
た

い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

慶
哉
、 

樹
心
弘
誓
佛
地
流
念
難
思
法
海 

（
慶

よ
ろ
こ

ば
し
い
か
な
、 

心 し
ん

を
弘
誓

ぐ
ぜ
い

の
仏
地

ぶ
つ
ち

に
樹 た

て
、
念 ね

ん

を
難 な

ん

思 じ

の
法
海

ほ
う
か
い

に
流 な

が

す
） 

『
教
行
信
証
』 

 

慶
哉
、
愚
禿
仰
惟
、 

樹
心
弘
誓
佛
地
、
流
情
難
思
法
海 

（

慶
よ
ろ
こ

ば
し
き
か
な
、
愚
禿

ぐ
と
く

、
仰 あ

お

い
で

惟 お
も

ん
み
れ
ば
、 

心 し
ん

を
弘
誓

ぐ
ぜ
い

の
仏
地

ぶ
つ
ち

に
樹 た

て
、

情
じ
ょ
う

を
難 な

ん

思 じ

の
法
海

ほ
う
か
い

に
流 な

が

す
） 

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』 

二
〇
二
一
年
十
一
月
十
五
日 

大
逮
夜
法
要 

 

左
奥
に
見
え
る
マ
ス
ク
を
し
た
僧
侶
が
住
職
で
す 

今年の築地本願寺報恩講では、感染対策して少数の出勤・個人参拝が可能でした。 



2 １ 

  

 

『
浄
土
真
宗
の
教
章
（
私
の
歩
む
道
）
』
の 

「
生
活
」
に
は
、 

 
 

親
鸞
聖
人
の
教
え
に
み
ち
び
か
れ
て
、 

 
 

阿
弥
陀
如
来
の
み
心
を
聞
き
、
念
仏
を
称
え 

 
 

つ
つ
、
つ
ね
に
わ
が
身
を
ふ
り
か
え
り
、 

 
 

慚
愧
と
歓
喜
の
う
ち
に
、
現
世
祈
祷
な
ど
に 

 

 
 

た
よ
る
こ
と
な
く
、
御
恩
報
謝
の
生
活 

 
 

を
送
る
。 

と
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
で 

は
、
現
世
利
益
を
願
い
求
め
る
宗
教
で
は
な
い
と 

聞
き
習
っ
て
参
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

『
教
行
信
証
』
で
は
、
「
現
生
の
利
益
十
種
」 

が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
現
世
（
利

益
）
」
の
意
味
で
の
言
葉
は
一
か
所
し
か
使
わ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。
「
行
文
類
」
で
善
導
大
師
の

『
往
生
礼
讃
』
か
ら
「
問
う
て
い
は
く
、
阿
弥
陀

仏
を
称
念
し
礼
観
し
て
、
現
世
に
い
か
な
る
功
徳

利
益
が
あ
る
や
と
。
」
「
答
え
て
い
は
く
、
も
し

阿
弥
陀
仏
を
称
す
る
こ
と
一
声
す
る
に
、
す
な
は

ち
よ
く
八
十
億
劫
の
生
死
の
重
罪
を
徐
滅
す
。
礼

念
以
下
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
・
・
・
」
と
引

用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
こ
の
御
文
は

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
（
下
品
下
生
）
の
「
善
友

告
げ
て
い
は
く
、
〈
な
ん
ぢ
も
し
念
ず
る
あ
た
は

ず
は
、
ま
さ
に
無
量
寿
仏
を
称
す
べ
し
〉
と
。
か

く
の
ご
と
く
心
を
至
し
て
、
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら

し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

せ
し
む
。
仏
名
を
称
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
念
々
の
な

か
に
お
い
て
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。
」 

に
依
り
ま
す
。 

 
「
現
世
利
益
」
と
「
罪
の
徐
滅
」
の
関
連
性
を

今
の
と
こ
ろ
、
私
自
身
は
わ
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん

が
、
私
自
身
は
、
現
世
利
益
そ
の
も
の
を
否
定
し

て
い
た
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
親
鸞
聖
人
が
あ

え
て
「
現
世
利
益
和
讃
」
を
十
五
首
も
詠
ま
れ
た

の
か
、
そ
し
て
親
鸞
聖
人
が
仰
る
「
現
世
利
益
」 

と
は
何
か
を
伺
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
現
世
利
益
和
讃
」
は
、
『
浄
土
和
讃
』
の
中

で
、
「
讃
弥
陀
偈
讃
」
（
四
十
八
首
）
「
浄
土
和

讃
」
（
『
大
経
』
意
（
二
十
二
首
）
・
『
観
経
』

意
（
九
首
）
・
『
弥
陀
経
』
意
（
五
首
）
・
諸
経

の
こ
こ
ろ
に
よ
り
て
弥
陀
和
讃
（
九
首
）
・
「
現

世
利
益
和
讃
」
（
十
五
首
）
・
『
首
楞
厳
経
』
に

よ
り
て
大
勢
至
菩
薩
和
讃
し
た
て
ま
つ
る
（
八

首
）
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

第
一
首
目
を
伺
っ
て
み
ま
す
。
現
代
語
訳
で
は 

「
阿
弥
陀
如
来
は
、
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
て
苦
悩

の
衆
生
を
憐
れ
ん
で
天
災
地
変
な
ど
種
々
の
災
難

を
息
め
た
り
命
を
延
ば
す
た
め
に
『
金
光
明
経
』

の
「
寿
量
品
」
を
説
き
残
し
、
現
世
の
利
益
を
示 

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

（
『
浄
土
和
讃
を
読
む
』
白
川
晴
顕
氏
著
） 

と
な
り
ま
す
。 

 

「
来
化
」
と
は
、
左
訓
に
「
来
た
り
て
あ
は
れ

み
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
が
こ
の
世
に

あ
ら
わ
れ
て
私
た
ち
衆
生
を
憐
愍
す
る
こ
と
を
言

い

ま

す

。 

 

「
息
災
延
命
」
と
は
、
左
訓
に
「
七
難
を
と
ど

め
い
の
ち
を
延
べ
た
ま
ふ
な
り
」
と
あ
り
、
七
難

の
災
難
を
し
ず
め
、
命
を
延
ば
す
こ
と
を
言
い
ま

す
。
「
七
難
」
と
は
、
『
法
華
経
普
門
品
』
で
は

火
難
・
水
難
・
羅
刹
難

ら
せ
つ
な
ん

（
悪
霊
の
難
）
・

刀
杖
難

と
う
じ
ょ
う
な
ん

（
刃
物
な
ど
の
難
）
・
鬼
難
（
死
霊
の
難
）
・
枷 か

鎖
難

さ
な
ん

（
牢
獄
に
捕
ら
わ
れ
る
難
）
・
怨
賊
難
を
言

い
ま
す
が
、
経
典
に
よ
っ
て
、
異
な
り
ま
す
。
察

す
る
に
、
天
災
・
疫
病
・
人
災
等
々
様
々
な
生
き

る
の
に
苦
し
い
こ
と
、
最
終
的
に
死
に
遭
う
こ
と 

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

「
延
命
」
は
現
代
医
学
の
延
命
治
療
も
含
め
て

私
た
ち
は
健
康
で
長
生
き
し
た
い
、
死
に
た

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

来
り
て
あ
は
れ
み
た
ま
ふ 

 

七
難
を
と
ど
め 

い
の
ち
を
延
べ
た
ま
ふ
な
り 

  
現
世
利
益
和
讃
に
つ
い
て 

 
一
首
目 



3 ２ 



4 ３ 

 

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
第
三
波
の
渦

中
、
報
恩
講
を
執
り
行
わ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
六

名
の
方
が
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

現
在
、
感
染
は
減
少
し
て
お
り
ま
す
が
、
海
外

で
は
増
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
新
た
に
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
が
発
生
し
た
り
、
第
六
波
も
起
こ
る
と

懸
念
さ
れ
ま
す
。 

 

本
年
も
報
恩
講
で
、
皆
様
の
元
気
な
お
姿
を
拝

見
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
通
り
感

染
対
策
を
し
て
い
た
だ
き
、
ご
参
拝
い
た
だ
き
た

く
、
次
の
よ
う
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

 

〈
日
時
〉 

 

 

十
二
月
十
九
日
（
日
）
午
後
一
時 

 

〈
日
程
〉 
 

 

一
三
：
〇
〇 

お
つ
と
め 

 

一
三
：
四
五 

休
憩 

 
一
四
：
〇
〇 

お
は
な
し
（
住
職
） 

 

一
四
：
四
五 

休
憩 

 

一
五
：
〇
〇 
解
散
（
恩
徳
讃
） 

   

※
ご
出
欠
の
確
認
は
い
た
し
ま
せ
ん
こ
と 

 

 
 

を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

   

 

去

る

十

月

三

十

日

（
土
）
、
田
中
悦
子
さ

ん
の
ご
伴
侶
（
法
名
釋

祐
悠 

田
中
祐
輔
様
）

の
築
地
本
願
寺
合
葬
墓

へ
の
ご
納
骨
法
要
を
築

地
本
願
寺
の
読
経
室
で

執
り
行
い
ま
し
た
。 

 

午
後
二
時
か
ら
の
開

始

の

予

約

で

し

た

の

で
、
先
に
食
事
を
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
と
言
う

こ
と
で
、
十
二
時
過
ぎ
に
受
付
に
参
っ
て
、
ご
遺
骨
を

預
か
っ
て
も
ら
い
食
事
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
早

過
ぎ
た
う
え
、
預
か
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
ご
遺
骨
を
持
っ
た
ま
ま
紫
水
に
て
食
事
） 

 

午
後
二
時
前
に
受
付
会
場
に
参
り
、
読
経
室
に
案
内

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
じ
ん
ま
り
と
し
て
、
お
仏

華
も
綺
麗
に
荘
厳
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
香
は
焚
か

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
（
お
焼
香
は
出
来
ま

す
） 

 

読
経
が
終
わ
り
、
境
内
に
あ
る
合
葬
墓
へ
案
内
さ

れ
、
職
員
さ
ん
の
お
手
に

よ
り
ご
納
骨
さ
れ
ま
し

た
。 

 

お
父
さ
ま
が
ご
往
生
な

さ
れ
て
か
ら
コ
ロ
ナ
の
影

響
も
あ
り
ご
納
骨
が
先
延

ば
し
に
な
っ
て
お
り
ま
し

た
が
、
受
付
か
ら
の
丁
寧

な
ご
案
内
も
あ
っ
て
田
中

さ
ん
ご
家
族
も
ご
安
堵
の

様
子
で
し
た
。 

 
令
和
三
年
度 

稱
讃
寺 

 
 

親
鸞
聖
人
報
恩
講 

 
 

 
 

 
 

 
 

ご
案
内 



5 

 

恵
信
尼
の
結
婚 

 

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
恵
信
尼
は
京
都
に
住

ん
で
い
た
貴
族
の
娘
で
、
法
然
を
仲
立
ち
と
し
て
親
鸞

と
結
婚
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す

か
ら
恵
信
尼
は
、
法
然
門
下
の
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
若

手
の
僧
侶
と
し
て
の
親
鸞
を
前
も
っ
て
知
っ
て
い
た
と

考
え
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
当

時
の
貴
族
の
娘
で
す
か
ら
、
恵
信
尼
が
親
鸞
と
口
を
き

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
外

で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
恵
信
尼
は
全
然
知
ら
な
い

人
と
結
婚
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
知
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
結
婚
生
活
の
は
じ
め
か
ら

夫
を
尊
敬
で
き
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

た
だ
、
僧
侶
は
異
性
と
は
関
係
を
持
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
戒
律
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
不
淫

ふ

い

ん

戒 か
い

と
い
い
ま
す
。
隠
れ
て
関
係
を
持
つ
僧
侶
は
い
た
に

し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
公
に
は
隠
さ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
も
の
で
し
た
。
鎌
倉
時
代
の
『
沙
石
集
』
に

「
せ
ぬ
は
仏
、
隠
す
は
上
人
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
の
仏
と
は
、
仏
像
の
こ
と
で
す
。
そ
の
不
淫
戒
を
押

し
て
結
婚
す
る
こ
と
に
、
恵
信
尼
が
悩
ま
な
か
っ
た
と

は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
残
り
ま
す
。 

 

親
鸞
と
恵
信
尼
の
結
婚
生
活
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

貴
族
風
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
毎
日
の
生
活
の

面
倒
は
恵
信
尼
の
侍
女
た
ち
が
み
る
の
で
す
。
脇
田
晴

子
氏
が
『
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
』
の
な
か
で
い
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
貴
族
の
女
性
た
ち
は
働
か
な
い
の

は
も
ち
ろ
ん
、
御
簾

み
す

の
な
か
に
い
て
顔
を
見
せ
ず
、
人

に
か
し
ず
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

 

し
た
が
っ
て
貴
族
の
娘
た
ち
は
日
常
の
家
事
を
切
り

盛
り
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を

身
に
つ
け
る
よ
う
に
は
教
育
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

す
。
彼
女
た
ち
は
、
例
え
ば
、
ご
飯
を
作
っ
て
は
い
け

な
い
の
で
す
ね
。
結
婚
し
て
か
ら
も
、
夫
の
そ
の
よ
う

な
日
常
の
世
話
を
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は

は
し
た
な
い
こ
と
で
召
使
の
女
の
人
の
す
る
べ
き
こ
と

で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
育
児
も
し
ま
せ
ん
。
乳
母
が
す
る

の
で
す
。 

 

恵
信
尼
は
、
そ
の
後
、
京
都
・
越
後
・
関
東
で
子
ど

も
た
ち
を
数
人
育
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
非

常
な
努
力
だ
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
ね
。
恵
信
尼
は
ご

飯
の
作
り
方
や
育
児
の
す
べ
を
知
っ
て
い
た
は
ず
が
な

い
の
で
す
。
し
か
し
結
果
的
に
は
そ
れ
を
全
部
、
お
そ

ら
く
努
力
し
て
学
び
身
に
つ
け
て
、
そ
れ
で
立
派
に
子

ど
も
た
ち
を
育
て
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
夫
の
世
話
も

し
た
の
で
す
。
恵
信
尼
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
、
い

ま
自
分
は
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
状
態
に
応
じ
て

判
断
の
で
き
る
賢
い
人
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。 

 

越
後
国
へ
の
流
罪 

 

恵
信
尼
は
結
婚
当
初
、
親
鸞
と
一
緒
の
生
活
を
ず
っ

と
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

な
に
せ
尊
敬
で
き
る
人
と
し
て
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
。
し
か
し
恵
信
尼
が
二
十
六
歳
の

と
き
、
親
鸞
は
越
後
国
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日

の
私
ど
も
と
考
え
か
た
の
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。 

 

ど
こ
が
違
う
か
と
申
し
ま
す
と
、
鎌
倉
時
代
は
住
む

場
所
が
違
っ
た
な
ら
ば
夫
婦
関
係
が
切
れ
て
も
当
然
で

あ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
が
越
後
国
に
流
さ
れ

る
と
決
ま
っ
た
と
き
に
、
恵
信
尼
は
別
れ
て
し
ま
っ
て

も
お
か
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
今
日
風
に
い
え
ば
離

婚
で
す
。
離
婚
し
て
も
誰
に
咎 と

が

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。
親
鸞
は
越
後
国
で
ま
た
奥
さ
ん
を
見
つ
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
見
つ
け
る
つ
も
り
が
あ
れ
ば
で
す

が
。
当
時
は
そ
の
よ
う
な
社
会
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

し
か
し
恵
信
尼
は
親
鸞
に
つ
い
て
行
く
こ
と
に
し
た

の
で
す
。
つ
ま
り
、
つ
い
て
い
く
道
を
自
分
で
選
択
し

た
の
で
す
。
京
都
に
い
れ
ば
三
善
家
が
生
活
を
保
障
し

て
く
れ
ま
す
。
今
ま
で
ど
お
り
の
生
活
水
準
が
維
持
で

き
ま
す
。
京
都
に
比
べ
れ
ば
越
後
国
の
生
活
水
準
は
低

か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
ま
し
て
流
人
と
な
っ
て
い
く
の

で
す
。
貴
族
の
娘
で
す
か
ら
「
嫌
で
す
、
つ
い
て
行
き

た
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
も
誰
も
文
句
は
い
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
恵
信
尼
は
つ
い
て
行
っ
た
の
で
す
。 

 

恵
信
尼
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
決
心
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
推
測
す
れ
ば
、
夫
と
し
て
魅
力
あ
る
親
鸞

だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

「
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
の
価
値
が
あ

る
夫
で
す
か
ら
」
と
。
「
越
後
国
へ
行
っ
た
ら
も
し
か

し
た
ら
自
分
で
ご
飯
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
現
代
風
に
い
え
ば
、
恵
信
尼

二
十
六
歳
の
決
断
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

三 

関
東
時
代
の
恵
信
尼 

関
東
へ
の
移
住 

 

親
鸞
は
四
十
二
歳
の
と
き
に
一
家
を
あ
げ
て
越
後
か

ら
関
東
へ
ま
い
り
ま
す
。
関
東
で
の
生
活
の
中
心
は 

４ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

毎
月
「
親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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常
陸
国
で
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
が
な
ぜ
関
東

へ
行
こ
う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、 

『
最
須
敬
重
絵
詞

さ
い
し
ゅ
き
ょ
う
じ
ゅ
う
え
し

』
に
、 

 
 

事
の
縁
あ
り
て
東
国
に
こ
え
、 

と
あ
る
程
度
の
こ
と
し
か
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
詳
し

い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
が
関
東
へ
移
ろ
う

と
決
心
し
た
と
き
、
恵
信
尼
は
三
十
三
歳
で
し
た
。
結

婚
し
て
か
ら
十
年
く
ら
い
た
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
と
き
、
関
東
へ
行
こ
う
と
強
く
い
っ
た
の
は
恵

信
尼
で
は
な
く
親
鸞
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い

な
い
で
す
ね
。
念
仏
布
教
の
た
め
で
し
ょ
う
か
。
で
も

恵
信
尼
に
立
場
か
ら
す
る
と
複
雑
な
も
の
が
あ
っ
た
は

ず
で
す
。
「
私
は
も
う
け
っ
こ
う
で
す
。
京
都
へ
帰
っ

て
貴
族
の
普
通
の
生
活
に
戻
り
た
い
の
で
す
。
子
ど
も

た
ち
に
も
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
の
で
す
。
あ
な
た
に

は
こ
の
田
舎
で
十
分
に
尽
く
し
ま
し
た
。
関
東
へ
行
き

た
け
れ
ば
お
一
人
で
ぞ
う
ぞ
」
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ

た
は
ず
で
す
。 

 

昔
は
現
在
の
よ
う
に
役
所
へ
婚
姻
届
を
出
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
別
れ
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ

で
そ
れ
っ
き
り
で
す
。
私
は
恵
信
尼
は
悩
ん
だ
と
思
う

の
で
す
。
「
越
後
か
ら
ま
た
関
東
へ
行
く
の
か
。
こ
れ

か
ら
生
活
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
と
ば
も
違

う
」
。 

 

私
も
茨
城
県
に
住
ん
で
二
十
三
年
に
な
り
ま
す
。
正

直
い
っ
て
最
初
の
こ
ろ
は
地
元
の
方
の
こ
と
ば
が
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
勤
務
先
の
茨
城
大
学
へ
行
っ

て
い
る
か
ぎ
り
（
今
は
筑
波
大
学
で
す
が
）
共
通
語
で

す
み
ま
す
。
し
か
し
外
へ
出
る
と
、
特
に
農
村
部
で
は

こ
と
ば
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
恵
信
尼
に
し
て
み

て
も
、
そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
、
と
い
う
心
配
が
あ
っ
た

は
ず
で
す 

 

恵
信
尼
は
結
婚
し
て
十
年
く
ら
い
た
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
も
う
結
婚
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
わ
か
っ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
皆
様
、
妻
で
も
夫
で
も
、
お
互

い
に
十
年
た
て
ば
わ
か
り
ま
す
ね
い
く
ら
親
鸞
が
偉
い

と
思
っ
て
も
、
「
越
後
国
へ
つ
い
て
き
た
だ
け
だ
っ
て

た
い
へ
ん
だ
っ
た
の
に
ま
た
関
東
へ
一
緒
に
行
く
な
ん

て
、
も
う
勘
弁
し
て
ほ
し
い
」
と
恵
信
尼
が
思
っ
て
も

仕
方
が
な
か
っ
た
と
私
は
思
う
の
で
す
。
そ
う
決
心
し

た
と
し
て
も
、
誰
も
恵
信
尼
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
強
く
思
い
ま
す
。 

 

常
陸
国
下
妻
で
の
夢 

 

し
か
し
、
恵
信
尼
は
三
十
三
歳
の
と
き
に
関
東
へ 

入
っ
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
新
た
に
決
心
し
直
し
た
、

と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
親
鸞
を
人
生
の
同

伴
者
と
し
て
も
う
一
度
選
び
直
し
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
「
こ
の
人
と
一
緒
に
生
き
て
い
こ
う
」
と
も
う

一
度
決
心
し
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
恵
信
尼
の
同
じ

手
紙
の
な
か
に
出
て
く
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
手
紙
に
は
、
親
鸞
・
恵
信
尼
一
家
が
関
東
へ
来

て
常
陸
国
の
下
妻
の
幸
井
の
郷
と
い
う
所
へ
行
っ
た
と

き
、
恵
信
尼
は
夢
を
見
た
と
あ
り
ま
す
幸
井
と
い
う
の

は
、
現
在
は
坂
井
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
茨
城
県
下
妻

市
坂
井
で
す
。 

 

鎌
倉
時
代
は
、
も
っ
と
広
く
い
っ
て
中
世
は
、
夢
と

い
う
の
は
現
実
の
こ
と
で
し
た
。
架
空
の
こ
と
で
は
な

く
、
ほ
ん
と
う
に
あ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し 

た
。
夢
と
現
実
の
区
別
は
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
け

よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
正
確
な
と
こ
ろ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
ろ
に
は
、
夢
を
見
た
ら
す
ぐ

書
き
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る

人
も
い
ま
し
た
。
し
か
し
文
字
が
書
け
な
い
人
も
多 

か
っ
た
は
ず
で
す
し
、
そ
う
い
う
人
は
ど
う
す
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
。
夢
を
書
き
留
め
て
お

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
、
文
字
を
書
け
る

知
識
人
の
考
え
で
し
ょ
う
ね
。 

 

恵
信
尼
の
夢
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
そ
う
で 

す
。
新
し
い
阿
弥
陀
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
落

慶
法
要
と
申
し
ま
す
か
、
堂
供
養
の
準
備
が
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
夜
の
こ
と
で
、
宵
祭
り
、
つ
ま
り

は
堂
供
養
の
前
夜
祭
ら
し
い
、
と
恵
信
尼
は
夢
の
な
か

で
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
お
堂
は
東
向
き
に
建
っ
て
い

て
、
そ
こ
に
松
明

た
い
ま
つ

が
あ
か
あ
か
と
燃
え
て
い
る
。
お
堂

の
前
に
は
鳥
居
の
よ
う
な
も
の
が
立
っ
て
い
る
。
お
堂

の
前
に
鳥
居
が
立
っ
て
い
る
の
は
変
な
の
で
す
が
、
と

に
か
く
鳥
居
が
建
っ
て
い
て
、
そ
れ
の
横
棒
の
よ
う
な

も
の
に
二
体
の
仏
の
絵
が
掛
か
っ
て
い
る
。
一
体
は
仏

の
頭
光
の
よ
う
に
た
だ
光
っ
て
い
る
だ
け
で
顔
の
様
子

は
わ
か
ら
な
い
。
も
う
一
体
は
ち
ゃ
ん
と
顔
が
あ
る
。

不
審
に
思
っ
た
恵
信
尼
は
夢
の
な
か
で
質
問
し
た
の
で

す
。
「
あ
れ
は
い
っ
た
い
ど
な
た
で
し
ょ
う
か
。
ど
う

い
う
仏
様
で
し
ょ
う
か
」
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
誰
と

も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
答
え
て
く
れ
る
人
が
い
ま
し
た
。 

 
 

あ
の
光
ば
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給
は
、
あ
れ
こ
そ 

 
 

法
然
上
人
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ
。
勢
至
菩
薩
に
て 

 
 

わ
た
ら
せ
給
ぞ
か
し 

「
あ
の
光
ば
か
り
の
か
た
は
、
あ
れ
こ
そ
法
然
上
人
で

す
。
勢
至
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
す
よ
」
と
答
え
が

あ
り
ま
し
た
。
法
然
は
多
く
の
人
び
と
に
尊
敬
さ
れ
て

い
て
、
存
命
中
か
ら
、
勢
至
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で

あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏
の
生
ま
れ

変
わ
り
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
勢
至

菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い
う
説
の
方
が
広 

ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

５ 

『
親
鸞
の
家
族
と
門
弟
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「
親
鸞
と
恵
信
尼
ー
京
都
時
代
と
関
東
時
代
に
つ
い
て
妻
の
立
場
か
ら
ー
」
二
〇
〇
二
年
発
行 
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勢
至
菩
薩
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
菩
薩

か
と
い
い
ま
す
と
、
阿
弥
陀
仏
が
持
っ
て
い
る
智
慧
、

人
生
を
見
と
お
す
智
慧
、
宇
宙
を
見
と
お
す
智
慧
、
ど

う
す
れ
ば
一
生
を
よ
り
よ
く
生
き
て
い
け
る
か
、
そ
う

い
う
智
慧
を
形
に
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
勢
至

菩
薩
な
の
で
す
。
人
間
の
よ
う
な
姿
を
と
っ
て
い
ま
す

が
、
あ
れ
は
私
た
ち
が
い
か
に
生
き
て
い
っ
た
ら
い
い

か
と
い
う
こ
と
を
形
に
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
「
智
慧

の
光
」
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
し
て
、
智
慧
は
光
で
表

現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
絵
像
で
す
と
よ
く
わ
か
り

ま
す
ね
。
そ
れ
で
お
顔
が
わ
か
ら
な
い
光
だ
け
の
姿
が

勢
至
菩
薩
、
つ
ま
り
法
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で 

し
ょ
う
。 

 

阿
弥
陀
仏
の
も
う
一
方
の
脇
侍
で
あ
る
完
納
菩
薩 

は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
慈
悲
の
働
き
を
表
わ
す
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
力
で
す
。
余
談

で
あ
り
ま
す
が
、
私
ど
も
日
本
人
と
い
う
の
は
か
な
り

い
い
加
減
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
「
慈
悲
」
に
つ

い
て
も
お
お
ざ
っ
ぱ
に
と
ら
え
て
き
ま
し
た
。
皆
様
、

「
慈
悲
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
慈
悲
と
は
本
来
何
で

し
ょ
う
か
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、
ど
う
答
え
ま
す
か
。

慈
悲
は
慈
悲
で
す
よ
、
大
事
に
し
て
あ
げ
る
と
か
、
そ

う
い
う
こ
と
で
す
よ
、
と
い
う
よ
う
な
返
事
に
な
っ
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
の
で 

す
。 

 

本
来
、
「
慈
悲
」
は
「
慈
」
と
「
悲
」
と
か
ら
成
り

立
っ
て
い
ま
す
。
「
慈
」
と
は
慈
し
む
と
い
う
字
で
、

「
悲
」
は
悲
し
い
と
い
う
字
で
す
。
こ
の
二
つ
は
意
味

が
違
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
違
う
か
と
い
い
ま
す
と
、

慈
と
い
う
の
は
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
と
き
に
、
何
か

差
し
上
げ
て
救
っ
て
あ
げ
る
こ
と
で
す
。
苦
し
ん
で
い

る
人
、
泣
い
て
い
る
人
、
困
っ
て
い
る
人
に
、
そ
の
人

が
求
め
て
い
る
物
を
あ
げ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
慈
」

で
す
。
悲
は
逆
の
働
き
で
す
。
相
手
の
苦
し
み
を
自
分

の
苦
し
み
と
し
て
受
け
取
っ
て
あ
げ
る
。
相
手
の
悲
し

み
を
自
分
の
悲
し
み
と
し
て
一
緒
に
泣
い
て
あ
げ
る
。

そ
れ
が
「
悲
」
で
す
。
こ
れ
は
人
間
生
活
で
は
と
て
も

大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
相
手
の
た
め
に
特
に
何

が
で
き
る
わ
け
で
な
く
と
も
、
苦
し
ん
で
い
る
、
困
っ

て
い
る
人
の
話
を
聞
い
て
あ
げ
る
。
聞
い
て
も
ら
う
だ

け
で
気
持
が
楽
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
働
き
が
「
悲
」
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
「
慈
」
と
「
悲
」
と
は
違
う

の
で
す
が
、
日
本
人
は
こ
う
い
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
細
か
く
考
え
ま
せ
ん
。
ま
あ
い
い
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
今
日
ま
で
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
「
慈
悲
」
は
大
切
に
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
こ

の
慈
悲
を
形
に
表
わ
し
た
の
が
観
音
菩
薩
で
す
。 

 

恵
信
尼
は
、
光
と
し
て
の
法
然
の
こ
と
を
知
っ
た
上

で
、
こ
ん
ど
は
顔
が
あ
る
仏
の
絵
像
に
つ
い
て
「
あ
れ

は
何
と
い
う
仏
様
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
の
で
す
。

す
る
と
ま
た
空
中
か
ら
返
事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は 

 
 

あ
れ
は
観
音
に
て
わ
た
ら
せ
給
ぞ
か
し
。
あ
れ
こ 

 
 

そ
善
信
の
御
房
よ 

「
あ
れ
は
観
音
様
で
す
。
あ
れ
こ
そ
親
鸞
さ
ん
で
す 

よ
」
と
い
う
返
事
だ
っ
た
の
で
す
。
善
信
と
い
の
は
親

鸞
の
も
う
一
つ
の
名
前
で
す
。
こ
の
返
事
を
聞
い
た
恵

信
尼
は
、
は
っ
と
び
っ
く
り
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ

で
、 

 
 

う
ち
お
ど
ろ
き
て
候
し
に
こ
そ
、
夢
に
て
候
け
り 

と
手
紙
に
は
書
い
て
あ
る
の
で
す
。 

 

「
う
ち
お
ど
ろ
き
て
」
と
い
う
の
は
、
打
た
れ
た
よ

う
に
驚
い
た
、
と
い
う
意
味
で
す
。
「
お
ど
ろ
い
」 

た
、
と
い
う
の
は
確
か
に
驚
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

昔
の
人
の
「
お
ど
ろ
い
」
た
と
い
う
の
は
現
在
と
は
多

少
意
味
が
違
い
ま
す
。
は
っ
と
目
が
さ
め
る
こ
と
を
驚

く
と
い
っ
た
の
で
す
。
は
っ
と
び
っ
く
り
し
て
い
き
な

り
目
が
さ
め
る
の
を
、
昔
の
人
は
「
お
ど
ろ
く
」
と 

い
っ
た
の
で
す
。
「
あ
れ
こ
そ
善
信
の
御
房
よ
」
と
い

わ
れ
て
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
思
い
、
感
動
し
て
目
が

さ
め
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
こ
の
夢
に
は
恵
信
尼
の
そ
れ
か
ら
の
生
活
に

と
っ
て
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。 

 

親
鸞
は
観
音
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
堂
の

前
に
、
勢
至
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
法
然
と
一

緒
に
並
ん
で
い
る
の
で
す
。
恵
信
尼
は
親
鸞
の
こ
と
を

尊
敬
し
て
い
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
し
か
し
、
も
と
も

と
念
仏
の
教
え
を
始
め
に
受
け
た
の
は
法
然
か
ら
で 

す
。
そ
れ
に
親
鸞
も
、
お
り
に
触
れ
て
法
然
に
対
す
る

尊
敬
の
こ
と
ば
を
口
に
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
法

然
と
同
じ
立
場
に
い
る
の
が
自
分
の
夫
で
あ
る
親
鸞
。

そ
う
だ
っ
た
の
か
。
恵
信
尼
は
、
自
分
の
夫
は
尊
敬
す

る
法
然
と
同
じ
立
場
と
い
え
る
観
音
菩
薩
の
生
ま
れ
変

わ
り
で
あ
っ
た
の
か
、
と
関
東
の
入
り
口
で
思
い
知
る

の
で
す
。 

 

で
は
、
な
ぜ
関
東
の
入
り
口
で
こ
の
よ
う
な
夢
を
見

た
の
で
し
ょ
う
。
下
妻
は
常
陸
国
で
す
か
ら
、
厳
密
に

い
え
ば
越
後
国
か
ら
関
東
に
入
る
さ
い
の
入
り
口
と
は

違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
コ
ー
ス
で
越
後

国
か
ら
関
東
へ
来
た
か
に
も
よ
り
ま
す
が
、
で
も
、
関

東
へ
入
る
に
つ
い
て
の
入
り
口
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い

ま
す
。
あ
る
い
は
関
東
へ
入
っ
て
か
ら
も
逡
巡
し
続
け

て
い
た
恵
信
尼
、
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
と
思
い
ま 

す
。
し
か
し
何
の
悩
み
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
次
号
に
続
く
） 

『
親
鸞
の
家
族
と
門
弟
』
今
井
雅
晴
氏
著 

「
親
鸞
と
恵
信
尼
ー
京
都
時
代
と
関
東
時
代
に
つ
い
て
妻
の
立
場
か
ら
ー
」
二
〇
〇
二
年
発
行 
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六
日
（
木
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

  

九
日
（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

一
六
日
（
日
）
日
曜
礼
拝 

休
座 

 
 

 
 

 
 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

御
正
忌
報
恩
講 

 

二
三
日
（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

二
六
日
（
水
）
の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

三
〇
日
（
日
）
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 
 

 

五
日
（
日
） 
日
曜
礼
拝 

休
座 

  

六
日
（
月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
二
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 
休
座 

 

一
六
日
（
木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

一
九
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

  
 

親
鸞
聖
人
報
恩
講 

午
後
二
時 

 

二
六
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

 

二
〇
二
一
年 

十
一
月
の
行
事
予
定 

 「
お
か
げ
さ
ま
で」
と 

   
 
 
 

 
 

年 と
し

暮 く

れ
る 

  

二
〇
二
一
年
「
心
の
と
も
し
び
」
十
二
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 
 

 

六
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 
 

 
 

 
 

 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
三
日
（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
十
時 

 

一
六
日
（
水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二
〇
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 
午
前
一
〇
時 

 

二
六
日
（
土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
七
日
（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
一
〇
時 

二
〇
二
二
年 

一
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
一
年 

十
二
月
の
行
事
予
定 

 

日
本
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
が
収
ま
り
つ

つ
あ
る
一
方
、
世
界
で
は
再
び
拡
散
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

新
た
に
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
が
世
界
中
で
発
生
し
日
本
に
も
入
っ

て
き
ま
し
た
。
私
は
、
最
近
、
二
回
、
マ
ス
ク
を
す
る
の
を

忘
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
車
で
途
中
コ
ン

ビ
ニ
に
寄
っ
た
と
き
店
に
入
り
会
計
し
て
車
に
戻
っ
た
時
、

し
て
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
慌
て
て
家
に
帰
り
、
出
直
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
二
つ
目
は
、
ご
自
宅
に
お
参
り
に

行
っ
た
と
き
、
少
し
離
れ
た
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
三
階
の
駐

車
場
に
車
を
止
め
て
、
外
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
マ
ス
ク
を
し

て
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
袂
か
ら
慌
て
て
取
り
出
し
て
着
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
な
ん
か
、
気
が
緩
ん
で
い
る
こ
と

の
現
れ
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
折
り
、
テ
レ
ビ
で

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
方
が
「
正
し
く
恐
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を

呼
び
か
け
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、
既
に
今
年
初
め

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
東
大
講

師
の
内
田
麻
里
香
氏
が
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
十
年
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
国
内
で
確
認
さ
れ
て
か
ら
一
年

経
つ
。
こ
の
間
、
「
正
し
く
恐
れ
る
」
と
い
う
言
葉
を
、
数

多
く
目
に
し
た
。
」
と
。
そ
し
て
こ
れ
は
寺
田
寅
彦
氏
の
随

筆
『
小
爆
発
二
件
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
句
で
、
「
も
の
を
こ

わ
が
ら
な
過
ぎ
た
り
、
こ
わ
が
り
過
ぎ
た
り
す
る
の
は
や
さ

し
い
が
、
正
当
に
こ
わ
が
る
こ
と
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い

こ
と
だ
と
思
わ
れ
た
」
と
あ
り
、
こ
の
全
文
を
読
め
ば
、
寺

田
ほ
ど
の
科
学
的
知
識
、
科
学
的
思
考
力
を
持
つ
者
で
も
、

正
当
に
こ
わ
が
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
述
懐
で
あ
る
と
解

釈
で
き
る
。
し
か
し
、
い
ま
使
わ
れ
る
「
正
し
く
恐
れ
る
」

と
い
う
言
葉
は
、
自
分
と
感
覚
が
異
な
り
「
こ
わ
が
り
す
ぎ

る
」
と
思
わ
れ
る
者
に
向
け
て
、
「
あ
な
た
の
リ
ス
ク
認
識

は
歪
ん
で
い
る
」
と
い
う
、
非
難
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
し
た
。

十
二
月
四
日
か
ら
十
日
ま
で
「
人
権
週
間
」
で
あ
る
。
情
報

過
多
の
中
、
正
し
い
情
報
を
聞
き
分
け
れ
る
よ
う
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
先
の
私
の
愚
行
は
そ
れ
以
前
の
問
題
で
す
が 


