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ド
ン
グ
リ
撒
き
問
題

　

少
し
季
節
外
れ
の
話
に
な

り
ま
す
が
、
秋
に
な
る
と
京

女
の
図
書
館
の
あ
た
り
に
は

樹
か
ら
落
ち
た
ド
ン
グ
リ
が

転
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の

ド
ン
グ
リ
が
昨
年
の
秋
、
東

日
本
の
一
部
地
域
で
凶
作
と

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
が

原
因
と
は
断
言
で
き
な
い
も

の
の
、そ
れ
ら
の
地
域
で
は
、

山
の
ド
ン
グ
リ
を
秋
の
主
要

な
食
物
と
す
る
ク
マ
（
ツ
キ

ノ
ワ
グ
マ
）
が
人
の
生
活
圏

へ
頻
繁
に
出
没
し
ま
し
た
。

そ
の
件
数
は
過
去
五
年
で
最

多
と
な
り
人
身
事
故
が
続

発
、
重
傷
を
負
っ
た
方
や
亡

く
な
っ
た
方
が
出
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ク
マ
も
ま
た
多
数

捕
殺
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
あ
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
話
題
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
各
地
か
ら
集

め
た
ド
ン
グ
リ
を
ク
マ
の
餌

と
し
て
山
奥
に
撒
き
、
ク
マ

を
山
奥
に
留
め
て
捕
殺
か
ら

守
ろ
う
と
い
う
活
動
で
し

た
。

　

実
は
、
こ
の
活
動
は
以
前

か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

な
お
か
つ
、
現
場
の
専
門
家

や
研
究
者
な
ど
か
ら
否
定
的

見
解
が
出
さ
れ
て
も
い
ま
し

た
。
研
究
者
を
中
心
に
組
織

さ
れ
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
日
本

ク
マ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
サ

イ
ト
で
は
そ
の
論
点
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
例
を

挙
げ
る
と
、
他
所
か
ら
持
ち

込
ま
れ
た
ド
ン
グ
リ
が
地
域

固
有
の
遺
伝
子
に
影
響
を
与

え
る
、
あ
る
い
は
害
虫
や
病

気
な
ど
が
一
緒
に
持
ち
込
ま

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
ド
ン
グ
リ
の
豊
凶
は

樹
の
元
々
の
特
性
で
あ
っ

て
、
ド
ン
グ
リ
を
餌
と
す
る

生
物
が
凶
作
の
た
め
に
減
少

す
る
こ
と
は
、
樹
の
繁
殖
に

は
む
し
ろ
有
益
な
可
能
性
も

あ
る
こ
と
な
ど
で
す
。

　

そ
し
て
、
ク
マ
に
限
ら
ず

野
生
動
物
へ
の
餌
や
り
は
慎

む
べ
き
と
い
う
基
本
原
則
も

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
野
生
動
物
の
行
動
を
変

化
さ
せ
て
人
と
の
距
離
を
望

ま
し
く
な
い
形
で
縮
め
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
出

町
柳
の
ト
ン
ビ
や
六
甲
の
イ

ノ
シ
シ
な
ど
、
身
近
に
も
例

が
あ
り
ま
す
ね
。

　

ク
マ
の
場
合
は
、
人
か
ら

餌
を
与
え
ら
れ
た
り
人
の
生

活
圏
で
生
ゴ
ミ
を
食
べ
た
り

し
た
こ
と
で
、
食
物
に
執
着

し
て
人
を
恐
れ
な
く
な
り
、

人
を
襲
っ
た
、
あ
る
い
は
捕

殺
さ
れ
た
、
と
い
う
事
例
が

あ
り
ま
す
。
現
場
の
専
門
家

は
、
人
も
ク
マ
も
傷
つ
け
た

く
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
餌

や
り
ス
ト
ッ
プ
を
強
く
訴
え

て
い
ま
す
。
ま
た
現
在
、
国

立
公
園
で
の
餌
や
り
に
罰
金

が
科
せ
ら
れ
る
法
改
正
も
進

ん
で
い
ま
す
。

　

特
例
と
し
て
、
絶
滅
の
危

機
に
あ
る
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
な

ど
へ
は
環
境
省
に
よ
る
慎
重

な
調
査
・
管
理
の
も
と
給
餌

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に

言
う
と
、
そ
れ
だ
け
継
続
的

に
責
任
を
負
う
こ
と
の
で
き

る
機
関
で
な
け
れ
ば
給
餌
を

行
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
。

　
菩
薩
の
餌
や
り

　

で
す
が
「
腹
ぺ
こ
の
動
物

に
ご
は
ん
を
与
え
る
の
は
善

い
こ
と
」
と
い
っ
た
素
朴
な

イ
メ
ー
ジ
は
、
恐
ら
く
多
く

の
人
が
持
っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
前
述
の
ド
ン
グ
リ

撒
き
に
対
し
て
も
、
直
感
的

に
好
印
象
を
持
っ
た
人
は
い

る
か
と
思
い
ま
す
。
誰
だ
っ

て
腹
ぺ
こ
は
嫌
で
す
か
ら
当

然
と
い
え
ば
当
然
で
す
。　

「
善
い
こ
と
」
で
あ
れ
ば
こ

そ
放
っ
て
お
け
ば
や
っ
て
し

ま
う
人
が
出
る
し
、
善
意
の

行
動
を
批
判
す
れ
ば
感
情
的

な
反
発
を
招
く
こ
と
も
あ

る
。
餌
や
り
問
題
が
難
し
い

の
は
こ
の
点
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
仏
教
の

責
任
も
多
々
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教

で
は
善
行
と
し
て
の
餌
や
り

を
か
な
り
強
力
に
説
い
て
き

た
か
ら
で
す
。
そ
の
代
表
例

が
、
特
に
大
乗
仏
教
で
重
視

さ
れ
て
き
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
で

す
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
菩
薩

（
ブ
ッ
ダ
と
成
る
前
の
釈
尊
）

が
前
世
で
限
り
な
い
生
ま
れ

変
わ
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら

善
行
を
積
み
重
ね
て
き
た
こ

と
を
伝
え
る
物
語
で
す
。

　

ジ
ャ
ー
タ
カ
で
、
菩
薩
は

し
ば
し
ば
自
己
犠
牲
を
伴
う

布
施
の
行
を
行
っ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
捨し

ゃ

身し
ん

飼し

虎こ

と

呼
ば
れ
る
有
名
な
話
が
あ
り

ま
す
。
菩
薩
が
あ
る
国
の
太

子
だ
っ
た
と
き
、
餓
え
た
虎

の
親
子
を
救
う
た
め
己
の
身

を
投
げ
て
与
え
た
と
い
う
も

の
で
す
。
法
隆
寺
の
玉
虫
厨

子
に
も
こ
の
場
面
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　

仏
教
で
は
こ
れ
が
尊
い
菩

薩
道
と
し
て
説
か
れ
る
わ
け

で
す
が
、
今
日
の
環
境
保
護

の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
人
を

食
べ
る
こ
と
を
動
物
に
学
習

さ
せ
る
な
ど
、
人
の
命
を
守

る
た
め
に
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
動
物
の
命
を
守
る
た
め
に

も
絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い

こ
と
で
す
。

　

な
ら
ば
そ
ん
な
話
は
も
は

や
封
印
す
べ
き
な
の
か
と
い

え
ば
、そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。

現
実
の
餌
や
り
に
問
題
が
あ

る
こ
と
は
、
補
足
説
明
を
す

れ
ば
良
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

菩
薩
道
の
本
質
は
、
自
己

犠
牲
や
餌
や
り
と
い
っ
た
行

為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
行
為
が
自
己
中
心
的
な
執

着
を
完
全
に
離
れ
て
な
さ
れ

る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。

菩
薩
は
、
た
と
え
他
者
の
た

め
に
自
分
の
身
命
を
投
げ
出

す
時
で
も
「
私
は
善
い
こ
と

を
し
て
あ
げ
た
」
と
い
う
心

は
起
こ
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
が

尊
い
の
で
す
。
菩
薩
道
の
本

質
に
あ
る
精
神
を
伝
え
る
こ

と
は
、
む
し
ろ
餌
や
り
と
い

う
「
善
い
こ
と
」
に
執
着
し

な
い
柔
軟
な
視
点
を
提
示
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
は
期

待
し
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。

　
一
生
も
の
の
課
題

　

奈
良
の
興
福
寺
で
は
毎

年
、
不
殺
生
の
教
え
に
基
づ

き
猿
沢
池
に
魚
を
放
す
放ほ

う

生じ
ょ
う

会え

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
従

来
は
コ
イ
や
金
魚
が
放
さ
れ

て
い
た
の
で
す
が
、
近
年
、

そ
れ
ら
は
池
に
と
っ
て
外
来

種
な
の
で
生
態
系
の
破
壊
に

つ
な
が
る
と
い
う
批
判
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
興
福
寺
は
近
畿
大
学
農
学

部
の
協
力
の
も
と
、
事
前
に

捕
獲
し
て
お
い
た
在
来
種
の

魚
を
放
流
す
る
と
い
う
方
法

を
昨
年
か
ら
新
た
に
始
め
ま

し
た
。

　
「
伝
統
行
事
な
ん
だ
か
ら

口
を
出
す
な
」
で
も
な
く
、

「
魚
を
大
切
に
す
る
な
ら

い
っ
そ
全
部
や
め
よ
う
」
で

も
な
く
、
科
学
的
な
知
見
を

受
け
入
れ
つ
つ
仏
教
精
神
を

伝
え
る
行
事
を
存
続
し
て
い

く
に
は
ど
う
す
る
か
。
極
論

で
は
な
い
現
実
的
な
方
法
を

探
る
姿
勢
に
、見
習
う
べ
き
こ

と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

興
福
寺
で
は
そ
の
中
で
さ

ら
に
、
不
殺
生
と
い
い
な
が

ら
外
来
種
を
人
間
の
都
合
で

選
別
駆
除
し
て
い
い
の
か
と

い
う
課
題
に
も
向
き
合
う
こ

と
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

ク
マ
対
策
も
同
じ
で
し
ょ

う
。
ど
ん
な
方
法
で
あ
れ
、

他
の
命
を
脅
か
さ
な
い
完
璧

に
き
れ
い
な
方
法
な
ど
は
あ

り
ま
せ
ん
。
多
く
の
当
事
者

は
そ
の
事
実
に
向
き
合
い
な

が
ら
、
よ
り
良
き
道
を
探
っ

て
い
る
は
ず
で
す
。

　

本
学
の
建
学
の
精
神
・
教

育
理
念
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
い

の
ち
あ
る
も
の
の
平
等
を
自

覚
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
私

は
こ
れ
を
読
む
た
び
に
、
理

念
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
が
で

き
て
い
な
い
自
分
を
思
い
知

ら
さ
れ
ま
す
。
そ
の
事
実
に

向
き
合
い
、
な
お
か
つ
ど
う

せ
無
理
だ
と
極
論
に
逃
げ
る

こ
と
な
く
、
よ
り
良
き
道
を

柔
軟
に
探
る
と
い
う
、
菩
薩

を
仰
ぐ
者
に
と
っ
て
一
生
も

の
の
課
題
が
、
こ
こ
に
は
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う

の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
承
安
三

年
（
一
一
七
三
）
四
月

一
日
の
誕
生
と
伝
え
ら

れ
る
。
こ
れ
を
現
在
の

暦
に
換
算
し
た
五
月
二
十
一

日
に
、
聖
人
の
誕
生
を
お
祝

い
す
る
降ご

う

誕た
ん

会え

が
行
わ
れ
て

い
る
。

　

親
鸞
聖
人
の
誕
生
年
が
承

安
三
年
で
あ
る
こ
と
は
、
聖

人
自
身
が
記
し
て
い
る
か
ら

確
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

誕
生
日
と
な
る
と
、
最
も
古

い
記
録
で
も
江
戸
時
代
（
宝

永
三
年
・
一
七
〇
六
）
ま
で

し
か
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
般
に
誕
生
日
は
記
録
が
残

り
に
く
い
。
つ
ま
り
、
そ
の

誕
生
日
が
本
当
に
四
月
一
日

（
五
月
二
十
一
日
）
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
、
学
術
的
に
は

怪
し
い
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
「
こ
れ
は
困
っ

た
。
本
学
で
も
降
誕
会
を
執

り
行
っ
て
い
る
。
や
め
る

か
？
」
と
は
な
ら
な
い
。
親

鸞
聖
人
が
い
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
教
え
に
生
き
後
世

に
伝
え
た
人
々
（
た
と
え
ば

京
女
創
立
に
尽
力
し
た
三
女

性
）
も
な
く
、
そ
の
教
え
を

建
学
の
精
神
と
す
る
京
都
女

子
大
学
も
存
在
し
な
い
。

　

降
誕
会
は
、
親
鸞
聖
人
の

誕
生
日
を
祝
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
浄
土
真
宗
と
い
う

仏
教
を
顕あ

き

ら
か
に
し
た
聖
人

が
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き

た
こ
と
そ
の
も
の
を
お
祝
い

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

行
事
が
、
仮
に
学
術
的
に
不

確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
聖

人
の
誕
生
日
と
伝
え
ら
れ
る

日
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
自

然
な
こ
と
と
い
え
る
。

　

親
鸞
聖
人
の
教
え
は
様
々

に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
で
も
感
謝
に
生
き
る
こ
と

の
幸
せ
を
身
を
も
っ
て
示
し

た
と
こ
ろ
に
、
浄
土
真
宗
に

限
ら
な
い
意
義
が
あ
る
。
感

謝
に
生
き
る
人
は
孤
独
で
は

な
い
。
親
鸞
聖
人
は
ま
さ
に

「
感
謝
で
き
る
。
感
動
で
き

る
。」
人
で
あ
っ
た
。	

（
義
）

澪 標

　

私
は
今
、
フ
ラ
ン
ス
の
作

家
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
が
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品

に
つ
い
て
書
い
た
評
論
を
読

ん
で
い
ま
す
。

　

ジ
ッ
ド
は
、
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
作
品
の
登
場
人
物

に
つ
い
て
、「
智
性
や
意
志

の
一
切
は
、
彼
等
を
地
獄
に

突
き
落
と
す
よ
う
に
見
え

る
」と
か
、「
彼
の
最
も
危
険

な
人
物
は
、
又
最
も
知
的
な

人
間
で
あ
る
」
と
か
と
書
い

て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
意
志

と
智
性
と
が
善
に
向
か
っ
て

努
力
し
て
も
、
そ
れ
等
の
到

達
す
る
徳
は
倨き
ょ

傲ご
う

な
徳
で

あ
っ
て
そ
れ
は
必
ず
敗
滅
に

導
く
」と
ま
で
述
べ
て
い
ま
す
。

　

普
通
、
意
志
と
智
性
が
備

わ
っ
て
い
る
の
は
申
し
分
な

く
、
そ
う
い
っ
た
人
物
が
成

功
を
収
め
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

人
物
が
「
善
に
向
か
っ
て
努

力
」
す
る
の
は
素
晴
ら
し
い

こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ジ
ッ
ド
は
福
音
書

の
教
義
に
共
感
を
示
し
、
人

間
の
智
性
や
意
志
は
傲
慢
さ

に
通
じ
る
と
疑
い
を
示
し
ま

し
た
。「
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ

て
約
束
さ
れ
た
至
福
の
状
態

は
、
も
し
人
間
の
魂
が
己
れ

を
拒
否
し
、
己
れ
を
放
棄
す

る
な
ら
」「
今
か
ら
直
ち
に

到
達
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ジ
ッ
ド
の
考

え
は
、
仏
教
の
示
す
人
間
の

姿
と
共
通
す
る
よ
う
な
人
間

観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

森
田
真
円
先
生
の
『
ひ
ら

が
な
真
宗
』に
は
、「
た
い
て

い
の
場
合
、
自
分
が
正
し
い

と
思
っ
て
い
る
も
の
同
士
が
、

争
い
に
な
る
も
の
で
す
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
人

間
が
罪
深
い
と
か
、
凡ぼ

ん

夫ぶ

で

あ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
で

悪
い
と
わ
か
っ
て
い
る
程
度

の
こ
と
を
指
し
て
い
わ
れ
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

　

人
は
全
て
を
完
全
に
客
観

的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
に
、「
自
分
が
正
し

い
」
と
い
う
思
い
を
持
つ
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
記

憶
し
て
お
く
べ
き
人
間
の
姿

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
自
分

が
納
得
で
き
る
こ
と
だ
け
を

信
じ
る
と
い
う
姿
は
、
傲
慢

に
思
え
て
き
ま
せ
ん
か
。
何

か
を
学
ん
で
い
く
に
あ
た
っ

て
も
、
自
分
の
頭
を
働
か
せ

て
考
え
る
こ
と
は
必
要
で
す

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
、
身

に
つ
け
ら
れ
る
も
の
が
、
そ

の
時
点
で
自
分
が
価
値
を
認

め
ら
れ
る
も
の
だ
け
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

森
田
先
生
は
、
続
け
て
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
仏
さ

ま
の
光
に
照
ら
さ
れ
れ
ば
、

き
っ
と
自
分
で
は
気
づ
い
て

い
な
い
、
想
像
も
で
き
な
い

よ
う
な
無
数
の
罪
深
い
行
為

と
そ
の
結
果
が
あ
る
の
だ
と

感
じ
ら
れ
ま
す
。」「
仏
さ
ま

に
照
ら
さ
れ
て
罪
深
さ
を
歎な
げ

き
な
が
ら
、
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
救
う
と
い
う
仏
さ
ま
の
お

慈
悲
に
抱
か
れ
て
い
る
慶
よ
ろ
こび

が
あ
る
の
で
す
。」仏
さ
ま
の

光
に
照
ら
さ
れ
て
感
じ
る
罪

深
さ
の
嘆
き
と
一
体
に
、
仏

さ
ま
に
抱
か
れ
て
い
る
慶
び

が
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

ジ
ッ
ド
の
書
物
で
は
こ
の

慶
び
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
え
、
今

後
考
え
て
み
た
い
問
題
で

す
。	

（ 

国
文
学
科
・
宮
﨑
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『
芬
陀
利
華
』
の
原
稿
依

頼
を
受
け
て
、
何
に
つ
い
て

書
こ
う
か
と
考
え
た
時
、

真
っ
先
に
頭
に
浮
か
ん
だ
の

は
「
草
刈
英
治
」
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
草
刈
英
治
は
日
本

海
軍
の
軍
人
で
あ
る
。
研
究

の
関
係
で
調
べ
て
か
ら
と
い

う
も
の
、
折
に
触
れ
て
草
刈

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
回
も

ま
た
草
刈
を
思
い
出
し
た
の

で
あ
る
。
断
っ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
、い
わ
ゆ
る「
歴

史
上
の
好
き
な
人
物
」
と
い

う
わ
け
で
も
、
彼
の
生
き
方

に
共
感
し
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。（
こ
の
時
点

で
『
芬
陀
利
華
』
の
原
稿
依

頼
で
求
め
ら
れ
た
内
容
か
ら

離
れ
て
い
る
。
ご
容
赦
い
た

だ
き
た
い
。）

　

私
が
い
つ
も
考
え
る
こ
と

は
、
草
刈
の
「
苦
悩
」
で
あ

る
。

　

草
刈
英
治
と
い
う
人
物
の

詳
細
を
知
っ
た
の
は
、
大
学

院
の
博
士
前
期
課
程
在
学
中

に
出
会
っ
た
『
嗚
呼
草
刈
少

佐
』
と
い
う
文
献
に
よ
る
。

私
は
海
軍
大
臣
隷
属
機
関
の

「
水
路
部
」
に
つ
い
て
研
究

し
て
い
る
が
、
一
九
二
九
年

に
モ
ナ
コ
で
開
催
さ
れ
た
臨

時
国
際
水
路
会
議
に
、
水
路

部
長
の
米
村
末
喜
海
軍
少
将

と
共
に
派
遣
さ
れ
た
の
が
海

軍
軍
令
部
参
謀
の
草
刈
英
治

少
佐
で
あ
っ
た
。
草
刈
に
つ

い
て
詳
し
く
調
べ
た
い
と

思
っ
て
辿
り
着
い
た
の
が

『
嗚
呼
草
刈
少
佐
』
で
あ
っ

た
。

　

な
ぜ
、『
嗚
呼
草
刈
少
佐
』

と
い
う
文
献
が
存
在
す
る
の

か
。
草
刈
英
治
は
国
際
会
議

出
席
の
翌
年
、
一
九
三
〇
年

五
月
二
〇
日
に
東
海
道
線
上

り
の
寝
台
列
車
で
割
腹
自
殺

を
図
り
亡
く
な
っ
た
。
ロ
ン

ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
を
め

ぐ
っ
て
紛
糾
し
て
い
た
時
期

で
あ
り
、
海
軍
軍
令
部
参
謀

の
立
場
に
あ
っ
た
軍
人
の
死

は
衝
撃
を
与
え
た
。
山
下
源

太
郎
海
軍
大
将
お
よ
び
海
軍

軍
令
部
長
・
加
藤
寛
治
に
よ

る
序
文
、
海
軍
関
係
者
に
よ

る
追
悼
文
や
回
想
を
収
録
し

て
出
版
さ
れ
た
『
嗚
呼
草
刈

少
佐
』
は
、
海
軍
軍
縮
条
約

締
結
お
よ
び
政
府
の
統
帥
権

干
犯
に
憤
慨
し
、
抗
議
の
た

め
に
自
刃
し
た
草
刈
英
治
少

佐
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
形
成

し
、喧
伝
し
た
。「
楠
木
正
成
」

「
和
気
清
麻
呂
」「
高
山
彦
九

郎
」「
軍
神
」。『
嗚
呼
草
刈

少
佐
』
で
は
草
刈
を
「
忠
君

愛
国
」
の
歴
史
上
の
人
物
に

な
ぞ
ら
え
て
讃
え
、
神
格
化

す
る
表
現
が
多
い
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、『
嗚

呼
草
刈
少
佐
』
を
出
版
し
た

政
教
社
や
軍
縮
条
約
反
対
派

が
、
草
刈
英
治
の
死
を
反
軍

縮
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
利
用
し

た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

草
刈
の
死
の
真
相
に
つ
い
て

も
様
々
に
考
察
さ
れ
て
き

た
。
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
会

議
の
全
権
を
務
め
た
海
軍
大

臣
の
財
部
彪
も
同
じ
寝
台
列

車
に
乗
車
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
草
刈
が
財
部
海
相
を
暗

殺
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た

と
す
る
説
も
あ
る
。

　

実
際
の
草
刈
の
死
は
不
可

解
で
あ
る
。
背
広
姿
で
京
都

駅
か
ら
東
京
行
き
寝
台
急
行

に
乗
車
し
た
草
刈
は
、
東
京

駅
ま
で
乗
車
す
る
旨
を
乗
務

員
に
告
げ
る
と
、
そ
の
ま
ま

寝
台
に
入
っ
た
。
富
士
駅
を

通
過
し
た
頃
、
給
仕
の
係
員

が
寝
台
の
異
変
に
気
付
く
。

寝
台
の
カ
ー
テ
ン
を
開
け
る

と
、
そ
こ
に
は
「
海
軍
制
帽

を
か
ぶ
り
パ
ジ
ャ
マ
を
着
た

妙
な
格
好
」（
車
掌
の
証
言
）

で
、
海
軍
の
短
剣
で
自
刃
を

図
っ
た
草
刈
が
い
た
。
草
刈

は
意
識
が
あ
り
、
受
け
答
え

が
で
き
る
状
態
だ
っ
た
。
車

掌
が
短
剣
を
取
り
上
げ
よ
う

と
す
る
と
「
こ
の
剣
を
と
ら

れ
て
は
俺
の
死
が
無
意
味
に

な
る
、
判
ら
な
く
な
る
」
と

騒
ぎ
、
車
掌
が
「
ど
な
た
で

す
か
？
」
と
名
前
を
尋
ね
て

も
答
え
よ
う
と
し
な
か
っ

た
。
草
刈
は
搬
送
先
の
沼
津

の
病
院
で
死
亡
し
た
。
日
ご

ろ
か
ら
仏
教
思
想
に
触
れ
、

禅
に
傾
倒
し
て
い
た
草
刈

は
、
乗
車
前
に
京
都
・
妙
心

寺
の
西
山
宗
徹
を
訪
ね
た
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際

は
面
会
し
て
い
な
か
っ
た
。

事
件
後
に
宗
徹
は
「
草
刈
少

佐
と
い
う
人
は
ち
っ
と
も
知

ら
な
い
」と
答
え
た
と
い
う
。

　

草
刈
の
行
為
が
、
軍
縮
反

対
派
の
主
張
す
る
よ
う
に

「
海
軍
軍
縮
条
約
と
統
帥
権

干
犯
に
憤
慨
し
た
末
の
死
」

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
寡
黙
」

「
真
面
目
」
と
評
さ
れ
た
草

刈
の
性
格
上
、場
所
と
服
装
、

遺
書
な
ど
も
注
意
を
払
っ
て

準
備
す
る
の
で
は
？
と
疑
問

が
残
る
。
寝
台
列
車
の
様
子

か
ら
は
、
何
事
か
に
悩
ん
で

思
い
つ
め
、
突
発
的
に
自
刃

に
及
ん
だ
可
能
性
が
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

事
件
直
後
は
そ
の
よ
う
に
見

る
向
き
も
あ
っ
た
。

　

草
刈
は
日
本
海
軍
の
フ
ラ

ン
ス
通
を
目
指
し
て
フ
ラ
ン

ス
語
の
勉
強
に
励
み
、
エ

リ
ー
ト
コ
ー
ス
で
あ
る
海
軍

軍
令
部
参
謀
に
任
じ
ら
れ
て

張
り
切
り
、
国
際
会
議
出
席

も
欧
州
視
察
も
意
欲
的
に
こ

な
し
た
。
そ
の
一
年
後
の
死

は
、
あ
ま
り
に
も
落
差
が
激

し
い
。
一
体
草
刈
に
何
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
推
測
の
域
を
出
な

い
私
見
で
あ
る
が
、
当
時
の

海
軍
軍
令
部
そ
の
も
の
が
草

刈
を
失
望
さ
せ
た
一
因
だ
っ

た
の
で
は
と
考
え
る
こ
と
が

あ
る
。
海
軍
軍
令
部
が
軍
縮

反
対
を
強
硬
に
主
張
す
る
こ

と
で
、
海
軍
内
部
の
分
裂
と

対
立
を
生
ん
だ
。
常
に
理
想

の
海
軍
軍
人
と
し
て
の
在
り

方
を
考
え
、
仏
教
思
想
に
触

れ
て
ス
ト
イ
ッ
ク
に
自
己
の

精
神
と
向
き
合
っ
て
い
た
草

刈
は
、
海
軍
内
部
の
激
し
い

対
立
に
直
面
し
て
自
身
の
理

想
と
解
離
し
た
現
実
に
悩
ん

だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

草
刈
の
上
司
で
あ
り
、
軍

縮
反
対
派
の
首
領
で
あ
っ
た

加
藤
寛
治
は
、
日
記
に
草
刈

の
死
を
短
く
記
し
た
。
後
に

加
藤
は
『
嗚
呼
草
刈
少
佐
』

で
序
文
を
記
し
た
が
、
実
際

の
と
こ
ろ
は
事
件
が
起
き
た

こ
と
で
草
刈
の
存
在
を
認
知

し
た
の
で
あ
り
、
人
に
語
れ

る
ほ
ど
草
刈
の
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

上
司
で
あ
っ
た
加
藤
が
序
文

を
記
す
こ
と
は
当
然
と
言
え

る
が
、
よ
く
知
ら
な
い
部
下

の
死
を
政
治
的
主
張
に
利
用

す
る
と
こ
ろ
に
非
情
を
感
じ

る
。
こ
の
よ
う
な
海
軍
軍
令

部
の
姿
に
、
草
刈
の
苦
悩
の

一
端
が
垣
間
見
え
る
よ
う
に

思
う
の
で
あ
る
。

　

遺
さ
れ
た
人
々
は
、
自
分

た
ち
の
求
め
る
草
刈
英
治
を

作
り
上
げ
た
。
海
軍
軍
縮
条

約
に
反
対
す
る
た
め
の
象
徴

と
し
て
、
ま
た
は
不
可
解
な

草
刈
の
死
を
「
意
味
あ
る
も

の
」
と
し
て
受
け
入
れ
る
た

め
に
。
死
後
の
「
草
刈
英
治

少
佐
」
に
つ
い
て
、
本
人
は

草
葉
の
陰
で
ど
の
よ
う
に

思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
私

は
時
折
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
考
え
て
い
る
。

命
根
者
何
。
頌
曰
：

「
命
根
体
即
寿 

能
持
煖
及
識
」。

 （ 

世
親
造
・
玄
奘
訳『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』

分
別
根
品
）

法のことば

　

命
根
と
は
何
か
。
頌
に
（
次
の
よ
う
に
）
あ
る
。「
命
根
の
本
質
は
寿
命
に

他
な
ら
な
い
。
体
温
と
識
と
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。

　

仏
教
に
お
け
る
基
礎
学
で
あ
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
「
い
の
ち
」
の

定
義
で
す
。
命
根
（
生
命
機
能
）
は
体
温
と
識
（
外
界
か
ら
の
様
々
な
刺
激

に
対
す
る
反
応
）
が
あ
る
こ
と
。
感
情
や
善
悪
の
心
は
識
に
付
随
し
て
生
じ

る
た
め
、
そ
の
条
件
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
い
の
ち
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
。
目
に
は
み
え
な
い
し
、
手

で
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、失
わ
れ
た
こ
と
だ
け
分
か
る
も
の
で
す
。
た
だ
、

一
人
一
人
に
分
け
隔
て
な
く
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
で
は
右
記
の
よ
う
な
教
理
的
な
定
義
も
あ
れ
ば
、「
必
ず
救
わ
れ
て
ゆ

く
い
の
ち
」
と
い
う
物
語
も
あ
り
ま
す
。
人
間
で
あ
る
限
り
向
き
合
わ
ざ
る

を
得
な
い
問
題
に
、
仏
教
の
叡
智
は
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。
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私
が
小
学
生
の
あ
る
時
期
、

平
日
の
夕
方
に
ド
ラ
マ
西
遊
記
の

再
放
送
が
や
っ
て
い
た
。
堺
正
章

さ
ん
が
孫
悟
空
、
岸
部
四
郎
さ
ん

が
沙
悟
浄
、
西
田
敏
行
さ
ん
が

猪
八
戒
、
そ
し
て
夏
目
雅
子
さ
ん

が
「
お
っ
し
ょ
さ
ん
」
こ
と
三
蔵

法
師
の
配
役
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
ド
ラ
マ
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ・

テ
ー
マ
曲
が
ゴ
ダ
イ
ゴ
の
「
ガ
ン

ダ
ー
ラ
」
で
あ
っ
た
。
当
時
は
気

に
も
と
め
な
か
っ
た
が
、
二
十
歳

を
過
ぎ
て
仏
教
を
学
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
ガ
ン
ダ
ー

ラ
と
い
う
名
に
特
別
の
魅
力
を
感

じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、ガ
ン
ダ
ー

ラ
は
釈
尊
の
滅
後
、
仏
教
が
イ
ン

ド
各
地
に
伝
搬
す
る
中
で
特
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
土
地

の
名
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ガ
ン
ダ
ー
ラ
は
、
現
在
の
パ
キ

ス
タ
ン
、
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
盆
地
の

一
帯
を
指
す
。
今
は
す
っ
か
り
イ

ス
ラ
ム
の
国
と
な
っ
た
同
国
や
お

隣
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
も
、
紀
元

前
後
の
数
百
年
間
は
仏
教
の
大

変
栄
え
た
地
域
で
あ
っ
た
。
阿
弥

陀
仏
浄
土
教
の
最
初
期
の
姿
を

記
録
す
る
支
謙
訳
『
大
阿
弥
陀

経
』
の
原
本
は
、
こ
の
地
域
の
言

葉
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
。

　

ま
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
は
、
中
イ
ン

ド
の
マ
ト
ゥ
ラ
ー
と
共
に
最
も
早

く
か
ら
仏
像
制
作
が
行
わ
れ
た

地
域
と
し
て
も
名
高
い
。
純
イ
ン

ド
風
の
造
形
表
現
が
特
徴
の
マ

ト
ゥ
ラ
ー
様
式
に
対
し
て
、
ガ
ン

ダ
ー
ラ
様
式
の
仏
像
は
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
美
術
に
強
く
影

響
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
写
実
的

で
優
美
な
造
形
表
現
は
今
も
世

界
中
に
熱
心
な
フ
ァ
ン
を
も
つ
。

　

本
書
は
そ
ん
な
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美

術
の
諸
作
品
に
基
づ
い
て
、
釈
尊

の
生
涯
を
順
を
追
っ
て
紹
介
し
て

く
れ
る
良
書
で
あ
る
。
釈
尊
が

前
世
で
メ
ー
ガ
と
い
う
青
年
で

あ
っ
た
際
に
燃
燈
仏
よ
り
将
来
の

成
仏
を
約
束
さ
れ
る
「
燃
燈
仏

授
記
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
釈
尊
の

滅
後
、
そ
の
遺
骨
を
納
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
が
造
ら
れ
、
人
々
の
信

仰
の
対
象
と
な
る
「
造
塔
」
ま
で

│
む
ろ
ん
そ
の
間
に
は
釈
尊
の

八
十
年
の
生
涯
全
体
を
含
む

│
、
全
七
十
八
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
そ
の
場
面
を
描
い
た
ガ
ン
ダ
ー

ラ
彫
刻
の
諸
作
品
と
共
に
分
か

り
や
す
く
解
説
し
て
く
れ
て
い

る
。

　

京
女
で
は
全
て
の
学
生
が
必

修
科
目
と
し
て
仏
教
学
を
学
ぶ

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
そ

の
仏
教
学
Ⅰ
の
副
読
本
と
し
て
、

或
い
は
予
習
復
習
用
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
も
お
薦
め
で
あ
る
。だ
が
、

一
旦
勉
強
を
離
れ
て
博
物
館
等
の

図
録
を
眺
め
る
よ
う
な
気
持
ち

で
気
軽
に
読
ん
で
も
ら
う
の
も
よ

い
と
思
う
。

　
コ
ロ
ナ
が
終
息
し
て
落
ち
着
い

た
ら
、
い
つ
の
日
か
パ
キ
ス
タ
ン

の
ラ
ホ
ー
ル
美
術
館
を
訪
れ
て
、

ガ
ン
ダ
ー
ラ
様
式
の
仏
像
を
是
非

と
も
こ
の
目
で
見
て
み
た
い
も
の

で
あ
る
。	

（
上
野
　
隆
平
）

　
『
般
若
心
経
』、
こ
の
お
経
の
名

前
を
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
人

は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
な
か
に
は
、
法
事
な
ど
で

読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
も
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
こ
の
お
経
は
こ
こ
ま
で
有

名
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

や
は
り
手
ご
ろ
な
長
さ
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。『
般
若
心
経
』
は

２
５
０
字
く
ら
い
の
短
い
お
経
で

す
。
他
の
お
経
に
比
べ
て
圧
倒
的

に
短
い
ゆ
え
に
、親
し
み
や
す
い
。

こ
れ
が
、
こ
の
お
経
が
現
在
に
至

る
ま
で
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
要

因
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
お
経
の
意
味
を

理
解
し
て
い
る
人
は
ど
の
く
ら
い

い
る
で
し
ょ
う
か
。
何
や
ら
小
難

し
げ
な
漢
字
が
並
ん
で
い
て
、
意

味
な
ん
て
さ
っ
ぱ
り
、
と
い
う
の

が
大
方
の
実
感
で
し
ょ
う
。
か
く

言
う
私
も
、
確
か
に
字
面
の
解
説

く
ら
い
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

表
向
き
の
字
面
よ
り
も
踏
み
込
ん

だ
、
奥
深
い
意
味
合
い
を
言
葉
に

し
て
伝
え
て
み
ろ
、
と
注
文
さ
れ

る
と
、
正
直
な
と
こ
ろ
自
信
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
日
頃
か
ら
考
え
て
い
る

こ
と
の
一
端
を
こ
こ
に
書
い
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
私
が
よ
く
思
い
起

こ
す
の
は
、
こ
の
お
経
の
「
不
増
不

減
」
と
い
う
一
句
で
す
。
つ
ま
り
、

「
増
え
な
い
、
減
ら
な
い
」。
正
確
に

は
「
何
も
の
も
、実
際
の
と
こ
ろ
は
、

増
え
も
し
な
い
し
、
減
り
も
し
な

い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
人
間
が
年
老
い
て

い
く
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

誰
し
も
一
日
、
一
日
と
年
老
い
て

い
っ
て
い
ま
す
。
年
を
取
る
な
ん
て

ま
っ
ぴ
ら
ご
め
ん
だ
、
と
思
っ
て
い

る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
現
実
は

残
酷
で
す
。
年
を
重
ね
る
と
は
、

年
齢
が
「
増
え
る
こ
と
」
で
す
。

と
同
時
に
、
若
さ
が
「
減
る
こ
と
」

で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
両
方

を
足
し
合
わ
せ
た
結
果
は
差
し
引

き
ゼ
ロ
、
こ
れ
が
「
不
増
不
減
」

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

若
さ
が
減
れ
ば
、
私
た
ち
は
身

体
の
あ
ち
こ
ち
に
病
気
や
ら
故
障

を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
健
康
が
「
減
る
こ
と
」
と
言

え
ま
す
。
と
同
時
に
、
あ
あ
い
う

時
は
こ
う
、
こ
う
い
う
時
は
あ
あ

す
れ
ば
い
い
、
と
い
う
具
合
に
、
老

い
と
の
付
き
合
い
方
を
学
ん
で
い

き
ま
す
。
こ
れ
は
高
齢
者
な
ら
で

は
の
知
恵
が「
増
え
る
こ
と
」で
す
。

こ
こ
で
も
結
果
は
差
し
引
き
ゼ
ロ
、

つ
ま
り
実
質
上
「
不
増
不
減
」
と

言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
っ
た
四
文
字
の
句
で
す
が
、

色
々
と
考
え
て
い
く
と
、
実
に
味

わ
い
深
い
も
の
で
す
。

　
　 『
般
若
心
経
』 

安
田
章
紀

✿ 宗教部文書活動のお知らせ ✿

　令和 ₃ 年度の宗教部カレンダー（吊下
げ型・卓上型）が出来ました。
　当カレンダーは味わい深い法語と、本
学の絵画部が作成した絵画を組み合わせ
た内容となっています。皆さんが参加し
やすいように、宗教教育センターが実施
する年間の各行事も日程に入れています。
カレンダーは宗教教育センター（Ｌ校舎
₃階）カウンター他ブックコーナーに置い
ていますので、ぜひ皆さんも普段の生活
にご利用ください。

お知らせ




