
Diary

寺日記

寿
の

無
縁
社
会
と
寺
縁
そ
の

12

じ

　
　え 

ん

前号（14号）表面におきまして、以下のとおり訂正してお詫び致します。

蓮の花写真説明　河村家　→　河原家
お会式第731回遠忌　→　第 732 回遠忌

訂正とお詫び

　
12
月
4
日
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
千
日
を
迎
え
ま
し
た
。
今
改
め
て
被
災
し
た
東
北
3
県
、
ま
た
千
葉
県
・
茨
城

県
等
の
被
災
地
を
み
て
み
る
と
、
復
興
再
生
の
道
の
り
の
険
し
さ
と
難
し
さ
に
思
い
至
り
ま
す
。
日
本
人
は
こ
の
百

年
の
間
に
関
東
大
震
災
、
あ
る
い
は
東
京
大
空
襲
等
の
戦
災
、
そ
し
て
18
年
前
の
阪
神
大
震
災
の
経
験
を
い
た
し
ま

し
た
。
復
興
の
名
の
も
と
に
人
々
は
立
ち
上
が
り
、
そ
の
叡
智
と
努
力
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
社
会
の
一
つ
の
方
向
を

示
し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
度
の
大
震
災
に
お
い
て
は
、
ス
ピ
ー
ド
の
あ
る
社
会
の
中
で
、
人
々
は
よ
り
多
く
の
文
字
や
画
像
を

知
り
な
が
ら
、
個
人
の
生
活
と
は
全
く
関
係
の
な
い
区
別
さ
れ
た
出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
仏
教
の
説
く
縁
起
と
は
、
全
て
の
物
事
が
関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。
他
の
人
々
の
痛
み
や

悲
し
み
を
知
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
は
、
釈
尊
の
心
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
未
だ
多
く
の
人
々
が
被
災
の
中
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分
た
ち
が
何
を
為
し
得
る
か
を
、
こ
れ
か
ら
も
考
え
続

け
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。�

鴉　
鵠　

●
8
月
22
日　

杉
谷
師
戸
津
説
法

　

当
住
上
人
所
属
の
東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ
メ
ン

バ
ー
の
杉
谷
義
純
師
（
天
台
宗
宗
機
顧
問
・
W
C
R
P

日
本
委
員
会
理
事
長
）
が
滋
賀
県
琵
琶
湖
畔
の
東
南

寺
に
お
い
て
、
天
台
座
主
へ
の
登
竜
門
で
あ
る
戸
津
説

法
を
1
週
間
に
わ
た
り
ご
修
行
さ
れ
、
同
ク
ラ
ブ
メ
ン

バ
ー
に
て
会え
ち
ゅ
う中
見
舞
い
に
参
上
し
ま
し
た
。

●
9
月
1
日　

大
本
山
鷲
山
寺
管
長
推
戴
式

　

法
華
宗 

第
1
3
3
代
管
長
に
千
葉
県
茂
原
市
大
本

山
鷲
山
寺
貫
首
平
田
日
範
猊
下
が
ご
就
任
さ
れ
、
同
本

山
に
お
い
て
和
や
か
に
報
告
法
要
な
ら
び
に
祝
賀
会
が

盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
9
月
14
日　

大
坪
師
令
嬢
結
婚
式

　

ご
両
親
も
同
じ
会
場
だ
っ
た
新
宿
京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ

ル
に
お
い
て
、
当
山
職
員
大
坪
顕
孝
師
令
嬢
麻
里
子
さ

ん
と
大
日
向
巧
氏
の
結
婚
式
が
挙
行
さ
れ
、
当
住
上
人

夫
妻
・
園
田
顕
敦
師
夫
妻
が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

●
9
月
15
日　

永
隆
寺
歴
代
法
要

　

当
山
相
談
役
の
永
隆

寺（
住
職
木
下
信
隆
上
人
）

先
々
代
大
僧
正
親
良
院
日

衆
上
人
（
大
本
山
本
能
寺

第
1
2
9
世
永
隆
寺
26
世
）

第
33
回
忌
な
ら
び
に
先
代

権
大
僧
正
温
良
院
日
善
上

人(

永
隆
寺
第
27
世
）
第
７

回
忌
が
当
住
上
人
御
導
師

に
て
奉
修
さ
れ
、
銀
座
ア
ス

タ
ー
お
茶
の
水
賓
館
に
て
の

供
養
席
で
、
在
り
し
日
の
両

上
人
の
御
遺
徳
を
偲
び
ま

し
た
。

1 月 11 日（土）	 初題目
	 	 勉強会「心が温くなる日蓮の言葉」拝読 14
2 月 3 日（月）	 節分会・写経会
3 月 8 日（土）	 東京大空襲追悼会
	 	 勉強会「心が温くなる日蓮の言葉」拝読 15
4 月 12 日（土）	 日照上人忌
	 	 勉強会「心が温くなる日蓮の言葉」拝読 16
5 月 1 日（木）	 猿江大祭 ・参加および
	 	 勉強会「心が温くなる日蓮の言葉」拝読 17
5 月中旬	 	 ウォーキング（場所未定）
6 月 14 日（土）	 写経会
7 月 12 日（土）	 興隆学林平島盛龍教授特別講義

I N F O RMAT I ON
〈ご連絡・お申込は妙壽寺まで〉　電話 03-3308-1251　FAX03-3308-7427

　11 月 3日快晴のなか、組寺有縁上人 30 余名が出仕（写真上）、
檀信徒 300余名の参拝をいただき、宗祖御会式・門祖日隆聖人 550
遠忌に併わせて昭和新本堂落慶 30周年記念法要が営まれました。
　正 12時より、当山山門に集合した 39名のお稚児さんにより練供
養、本堂前にて記念写真（下）、午後 1時よりの大法要に稚児問答と
稚児献花により華をそえました。
　当住上人は謝辞において、昭和 59年の落慶法要より今日に至る
までの檀信徒の厚いご協護に深々の謝意を表されました。

中正ホール開館
昨年 6月5日（前日4日当山職員祝賀訪問）、当山本堂葬
儀を行っている葬儀社㈲セレモ中正が本拠地菊川駅（江東
区森下4-25-7）に中正ホールを開館しました。このホールは、
葬儀の折にご親族のご要望で仏様（ご遺体）を安置できる
保管室を完備しております。当山指定の葬儀社として各種ご
相談にも対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

妙壽寺 2014 冬春スケジュール

3 月21 日 金  春の彼岸法要
2 月 3 日 月 節分会・正隆会２月例会

5 月 1 日 木  猿江大祭・正隆会 5 月例会
5 月 中 旬  ウォーキング（場所未定）

午前 11時：中日合同法要　初座・動物廟法要
正午 12時：歴代墓所・正隆廟法要
午後 2時：中日合同法要　第二座

　当山では、毎月第2土曜日午後2時より月
例講正隆会を開催しております。仏教や法華経
についての勉強会や写経会、またウォーキング
課外活動を行っています。檀信徒、ご友人どな
たでも参加できます。例会は、毎回1時半よ
り正隆廟墓前法要を奉修しております。

11月 7 日　 奥野氏はじめ世田谷区誌研究会50名。
11月21日 テレビ朝日「若大将のゆうゆう散歩」 
 の散歩人・加山雄三氏が来山。
12月 4 日 JIAさいたま協会会員田原氏他 17 名

Kugenuma & San Francisco
鵠沼・桑港から

11 月 23 日　晴明庵にて
20 余名の信徒が集い、日
蓮大聖人の御報恩会式が
奉修され、唱題修行が行わ
れました。

11 月10 日　カリフォルニ
アの青い空の下、日蓮教会
において宗祖御報恩会式が
40 余名にて奉修され、階下
の客室で持ち寄りの供養席
が賑やかに行われました。

●
9
月
17
日　

加
藤
と
く
・
載
間
文　

年
回
法
要

　

当
山
総
代
早
苗
靖
夫
氏
は
じ
め
、
有
縁
の
方
々
に
て

当
山
婦
人
会
元
会
長
加
藤
と
く
刀
自
（
真
照
院
妙
徳
日

慈
大
姉
霊
）
第
二
十
三
回
忌
と
、
そ
の
ご
長
女
で
あ
る

載
間
文
先
生
（
真
秀
院
妙
文
日
踊
大
姉
霊
）
第
七
回
忌

が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。　

●
10
月
6
日　

常
在
寺
落
慶
法
要

　

晴
天
の
中
、
山
梨
県
河
口
湖
町
常
在
寺
（
住
職
森
智

洪
上
人
）
に
お
い
て
、
大
本
山
光
長
寺
貫
首
石
田
日
信

猊
下
大
導
師
の
も
と
日
春
日
朝
日
隆
三
聖
人
御
遠
忌
、

開
創
7
5
0
年
奉
賛
、客
殿
庫
裏
落
慶
法
要
が
、
奉
修

さ
れ
、
1
1
4
名
の
お
稚
児
さ
ん
が
法
要
に
華
を
添
え
ま

し
た
。

●
10
月
20
日　

本
因
寺
落
慶
法
要

　

金
沢
市
本
因
寺
（
住
職
相
澤
一
龍
上
人
）
に
お
い
て

門
祖
日
隆
聖
人
5
5
0
遠
忌
、
本
堂
庫
裏
改
修
落
成

報
告
法
要
が
奉
修
さ
れ
、
金
沢
エ
ク
セ
ル
ホ
テ
ル
東
急

に
お
い
て
、
和
や
か
に
祝
賀
の
席
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

●
11
月
4
日　

立
正
寺
御
遠
忌
法
要
・
年
回
法
要

　

代
々
木
立
正
寺
（
住
職
吉
崎
長
生
上
人
）
に
お
い
て
、

同
寺
第
二
世
長
寿
院
日
龍
上
人
第
7
回
忌
が
東
京
教

区
宗
務
所
長
木
下
信
隆
上
人
（
永
隆
寺
住
職
）
に
て
奉

修
、
引
き
続
き
大
本
山
本
能
寺
貫
首
菅
原
日
桑
猊
下
大

導
師
に
て
宗
祖
御
会
式
・
門
祖
日
隆
聖
人
5
5
0
遠

忌
報
恩
法
要
が
稚
児
献
花
43
名
が
華
を
添
え
て
盛
大

に
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

●
12
月
1
日　

妙
典
寺
落
慶
法
要

　

徳
島
市
妙
典
寺
に
お
い
て
、
大
本
山
本
興
寺
貫
首
小

西
日
遶
猊
下
大
導
師
に
て
念
願
の
新
本
堂
落
慶
法
要
が

門
祖
日
隆
聖
人
5
5
0
遠
忌
に
合
わ
せ
厳
か
に
奉
修

さ
れ
ま
し
た
。
新
本
堂
は
当
山
総
代
内
田
祥
哉
先
生（
東

京
大
学
名
誉
教
授
）の
知
己
で
あ
る
西
澤
工
務
店（
西

澤
政
男
社
長
）
に
よ
る
堅
牢
優
美
な
建
築
と
な
り
ま
し

た
。
妙
壽
寺
か
ら
は
17
名
の
団
参
で
参
詣
し
、
翌
日
は

香
川
県
観
音
寺
市
國
祐
寺
（
住
職
大
平
宏
龍
上
人
・
興

隆
学
林
長
）
を
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。

●
12
月
8
日　

本
蓮
寺
先
代
法
要

　

静
岡
県
駿
河
小
山
本
蓮
寺
に
お
い
て
先
代
大
僧
正
天

晴
院
日
耀
上
人
第
13
回
忌
が
大
本
山
石
田
日
信
猊
下
大

導
師
に
て
粛
や
か
に
奉
修
さ
れ
、
元
宗
務
総
長
・
学
林

長
で
あ
ら
れ
た
同
上
人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
ま
し
た
。

●
12
月
10
日　

教
学
部
長
に
当
住
上
人
就
任

　

法
華
宗
第
二
次
二
瓶
内
局
（
二
瓶
海
照
宗
務
総
長
）

教
学
部
長（
責
任
役
員
）に
当
住
上
人
が
就
任
し
ま
し
た
。

　10月 5日、第 3回となる竹灯籠と共に、
当代人気落語家春風亭一之輔師により「鮑
のし」「竹の水仙」の二席があり、これに
先立ち前座春風亭一力の「牛ほめ」、翁家
和助さんが太神楽曲芸に会場は大いに盛
り上がりました。
　そして、シテ方浅見慈一師のレク
チャー、当住上人のお話につづき、小謡、
仕舞、そして能「経正」の幽玄な世界に
観客一同心を奪われ、夕闇の中の竹灯籠
の石畳を伝い帰路につかれました。

  一之輔落語
　  ×竹灯籠能「経

つねまさ

正」

三十六歌仙貼交屏風　小野小町（江戸時代	妙壽寺蔵）
本堂落慶三十周年記念絵葉書より

客 殿
訪 問 記

午後 2時開催

15No.

妙 寿 寺 の 心 の テ ラ ス に 集 う

季刊『寺楽寿』は東京都世田谷区北烏山の法華宗（本門流）
本覺山妙壽寺が発行する寺報です。

檀信徒の皆さまをはじめ、妙壽寺にご縁のある皆さまに
広くお読みいただければ幸いです。

当山先々代三吉日照上人の提唱による
当山スローガンです
揮毫＝大本山本興寺御閑士大平日晋上人

平成 26年 1月 11 日発行

本覺山　妙壽寺　〈法華宗（本門流）〉 

〒157－0061　東京都世田谷区北烏山 5－15－1
電話 03－3308－1251　FAX.03－3308－7427
ホームページ　http://myojyuji.or.jp

平成26年元旦

昭和新本堂落慶30周年記念法要



え
ば
冬
は
寒
け
れ
ば
洋
服
を
着
る
し
、
夏
は
ク
ー
ラ
ー
を

つ
け
る
の
に
馴
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
ま
た
全
部
や

め
て
、
我
慢
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
な
る
べ
く
使
わ
ず
に
エ

コ
で
い
こ
う
と
言
っ
て
も
、
近
代
化
に
適
応
し
て
し
ま
っ
た

人
類
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
ん
だ
と
。

　

大
昔
の
人
間
、
江
戸
時
代
か
そ
の
前
の
人
間
な
ら
当
然

平
気
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
の
子
供
を
そ
う

い
う
状
況
に
置
い
た
ら
み
ん
な
や
ら
れ
ち
ゃ
う
だ
ろ
う
と

思
う
ん
で
す
ね
。
む
し
ろ
そ
の
中
で
捨
て
去
っ
た
能
力
が

あ
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
寒
さ
や
暑
さ
に
は
弱
く
な
っ

た
、
そ
の
か
わ
り
い
ろ
い
ろ
な
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る

日
本
人
と
い
う
の
が
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
ま
た
原
始
的

な
社
会
に
急
に
持
っ
て
い
っ
た
っ
て
無
理
な
の
で
。

　

と
い
う
の
は
、
日
本
人
は
発
展
途
上
国
の
イ
ン
ド
と
か

ア
フ
リ
カ
な
ど
に
行
き
ま
し
た
ら
必
ず
下
痢
を
し
ま
す
。

み
ん
な
感
染
症
に
や
ら
れ
る
。
日
本
は
非
常
に
衛
生
の
状

態
が
い
い
。
だ
か
ら
あ
ち
ら
に
い
る
人
は
こ
ち
ら
に
来
て

も
全
然
平
気
で
す
が
、
悪
い
ほ
う
へ
行
っ
た
ら
た
ち
ま
ち

病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
日
本
は
こ
こ
ま
で
衛

生
が
よ
く
な
っ
て
い
る
か
ら
長
寿
国
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。
そ
れ
を
原
始
に
戻
そ
う
と
し
た
っ
て
戻
ら
な
い

の
で
、
そ
の
中
で
無
駄
を
な
く
す
と
か
、
エ
コ
な
生
活
を

ど
う
し
よ
う
と
い
う
プ
ラ
ン
が
要
る
の
で
は
な
い
か
と
言

う
と
、
彼
ら
に
す
れ
ば
、
い
や
そ
ん
な
理
想
郷
は
創
れ
な

い
（
笑
）、
だ
か
ら
そ
ん
な
の
手
遅
れ
で
す
よ
と
言
う
（
笑
）。

 

こ
れ
か
ら
の
日
米
、
近
隣
諸
国
と
の
関
係

三
吉　

そ
の
関
連
で
最
近
、
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
作
品
賞
受
賞

作
品
の
『
ア
ル
ゴ
』
を
観
ま
し
た
が
、
1
9
7
9
年
の
イ

ラ
ン
ア
メ
リ
カ
大
使
館
人
質
事
件
を
題
材
と
し
た
実
話
で

す
が
、
要
す
る
に
ホ
メ
イ
ニ
革
命
が
起
こ
る
わ
け
で
す
ね
。

あ
の
当
時
、
ま
だ
私
も
学
生
生
活
を
終
え
た
頃
で
し
た
が
、

あ
る
論
評
に
よ
る
と
イ
ラ
ン
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
現
代
の
イ
ラ
ン
を
、
日
本
で
言
う
と
、
現
代
の
日
本
を

聖
徳
太
子
の
時
代
に
戻
そ
う
と
い
う
宗
教
革
命
だ
と
。
そ

れ
は
ち
ょ
っ
と
厳
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
が
。

大
野　

結
局
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
文
明
と
か
文
化
と
い

う
の
は
手
に
入
れ
ち
ゃ
っ
た
人
た
ち
は
そ
う
簡
単
に
戻
せ

な
い
ん
で
す
よ
ね
、
い
く
ら
総
理
大
臣
と
か
宗
教
家
が
叫

ん
だ
っ
て
。
例
え
ば
、
お
化
粧
の
楽
し
さ
を
知
っ
ち
ゃ
っ
た

婦
人
た
ち
は
や
め
ま
せ
ん
ね
。

三
吉　

無
理
で
す
ね
。

大
野　

も
っ
た
い
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
も
っ
た
い
な
い
思

想
と
言
っ
て
も
。
節
電
し
て
い
た
け
ど
、
も
う
全
く
や
め

て
い
る
で
し
ょ
う
（
笑
）。
あ
の
地
震
の
後
、
１
年
間
は
東

京
中
真
っ
暗
で
し
た
け
れ
ど
、
今
見
れ
ば
も
う
ま
た
明
る

く
な
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
結
局
明
る
い
の
が
好
き

な
ん
で
す
よ
ね
。

三
吉　

こ
れ
ま
た
話
が
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
最
近
や
は
り
、
あ
あ
な
る
ほ

ど
、
こ
う
い
う
見
方
が
あ
る
ん
だ
な
と
。
中
国
を
理
解
す

る
中
で
、
中
国
は
や
は
り
重
層
的
で
す
。
何
が
重
層
的
か

と
い
う
と
、
１
つ
の
国
の
中
に
、
日
本
の
戦
後
、
つ
ま
り

1
9
4
5
年
ぐ
ら
い
か
ら
10
年
刻
み
の
人
民
が
何
億
人

か
ず
つ
住
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
山
の
ほ
う
へ
行
く
と
日

本
で
言
う
戦
後
す
ぐ
の
人
た
ち
が
物
々
交
換
し
て
い
る
し
、

湾
岸
の
ほ
う
へ
行
く
と
今
の
日
本
の
お
金
持
ち
と
変
わ
ら

な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
人
た
ち
が
い
る
。
そ
れ
を

全
部
ま
と
め
て
中
国
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
な
い
と
、個
々

に
つ
い
て
の
理
解
と
い
う
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
話
を
し
た
ん
で
す
け
ど
ね
。

大
野　

そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
あ
の
国
を
国
と
し
て
動
か

す
と
い
う
の
は
非
常
に
大
変
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

三
吉　

そ
う
で
す
ね
。

大
野　

全
く
日
本
と
異
質
で
す
ね
。
日
本
は
、何
と
か
言
っ

て
も
非
常
に
均
一
と
い
う
か
、
ホ
モ
ジ
ナ
イ
ズ
（
均
質
化
す

る
こ
と
）
で
す
か
ら
ね
、
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
と
ん

で
も
な
い
悪
い
の
も
い
な
い
し
、
飛
び
ぬ
け
て
優
秀
な
の

も
い
な
い
。

三
吉　

先
生
は
長
く
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
そ
れ
ぞ
れ
お
住

ま
い
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
関

係
は
今
の
友
好
的
な
中
で
、
草
の
根
的
な
部
分
、
あ
る
い

は
国
家
同
士
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
今
後
ど
の
よ
う
に

な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

大
野　

う
ー
ん
、
難
し
い
で
す
ね
（
笑
）。
特
に
こ
こ
へ
来

て
難
し
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。

三
吉　

そ
れ
は
、
例
え
ば
中
国
と
い
う
要
素
が
入
っ
て
き

て
い
る
部
分
も
あ
っ
て
で
す
か
。

大
野　

そ
れ
も
あ
り
ま
す
ね
。
結
局
、
大
国
と
す
れ
ば
ア

メ
リ
カ
は
間
違
い
な
く
大
国
で
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
と
い

う
か
、
対
抗
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
す
れ
ば
中
国
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
よ
り
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
と
い
う
か
、
進
ん
で
い

る
の
は
イ
ン
ド
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
人
口
も
中
国
よ

り
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

三
吉　

間
違
い
な
く
多
い
、
抜
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

大
野　

と
い
う
か
、
数
え
て
な
い
だ
け
で
（
笑
）。
民
族

の
優
秀
さ
と
い
え
ば
イ
ン
ド
の
ほ
う
が
優
秀
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

三
吉　

あ
あ
そ
う
で
す
か
。
特
に
マ
セ
マ
テ
ィ
ッ
ク（
数
学
）

と
か
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（
技
術
）、
そ
う
い
う
点
で
は
…
。

大
野　

は
い
。
そ
う
す
る
と
、
イ
ン
ド
の
世
界
が
来
る
か

も
し
れ
な
い
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
そ
の
中
で
日
本
と

い
う
非
常
に
幸
せ
な
島
と
い
う
か
、
島
国
の
人
々
が
…
…
。

三
吉　

い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
幸
せ
と
い
う
（
笑
）。

大
野　

非
常
に
幸
せ
な
島
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
み
た
い
な
島

で
す
か
ら
ね
、
そ
こ
が
ど
う
生
き
て
い
く
の
か
な
と
い
う

の
は
本
当
に
難
し
い
で
す
ね
。
だ
け
ど
、
わ
か
っ
て
い
る
こ

と
は
、ど
こ
の
国
と
も
仲
よ
く
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

三
吉　

う
ー
ん
、
な
る
ほ
ど
。

大
野　

ア
メ
リ
カ
と
別
に
事
を
構
え
る
必
要
も
な
い
し
、

イ
ン
ド
は
何
と
い
っ
た
っ
て
お
釈
迦
様
の
国
で
す
か
ら

（
笑
）。
そ
う
い
う
意
味
で
は
日
本
の
仏
教
と
い
う
の
は
あ

り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
仏
教
が
力
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
の
は
本
当
に
幸
せ
だ
と
思
い
ま
す
。

三
吉　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

 

日
本
人
の
宗
教
観

大
野　

結
局
、キ
リ
ス
ト
教
と
か
、ユ
ダ
ヤ
教
、モ
ス
レ
ム（
イ

ス
ラ
ム
教
）
と
い
う
の
は
一
神
教
な
ん
で
す
よ
ね
。
一
人
の

神
し
か
い
な
い
で
し
ょ
う
。
仏
教
と
い
う
の
は
そ
う
い
う

こ
と
は
超
越
し
て
い
ま
す
か
ら
、
八
百
万
（
や
お
よ
ろ
ず
）

の
神
々
で
も
い
い
ん
で
す
よ
ね
、
日
本
は
。
神
道
も
あ
る

し
、
日
本
ぐ
ら
い
お
も
し
ろ
い
国
は
な
い
で
し
ょ
う
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
。
だ
か
ら
宗
教
戦
争
っ
て
起
こ
ら
な
い

ん
で
す
よ
ね
。
昔
、
一
時
あ
っ
た
に
し
て
も
、
叡
山
が
ど
う

の
と
か
っ
て
。
あ
れ
だ
っ
て
別
に
宗
教
戦
争
じ
ゃ
な
い
で
す

も
の
ね
、
宗
派
は
争
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
。

そ
れ
こ
そ
十
字
軍
が
キ
リ
ス
ト
教
の
た
め
に
あ
っ
ち
へ
攻

め
込
ん
で
い
っ
た
と
か
、
今
ジ
ハ
ー
ド
と
か
言
っ
て
、
と
い

う
の
は
宗
教
の
名
の
も
と
に
や
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
一
神
教

の
世
界
で
は
他
の
宗
教
を
否
定
す
る
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。

　

で
も
仏
教
徒
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
マ

ホ
メ
ッ
ト
教
徒
だ
ろ
う
が
別
に
邪
教
と
は
呼
ん
で
い
ま
せ

ん
、
違
う
流
派
の
人
だ
と
い
う
だ
け
で
。
だ
か
ら
本
当
は

世
界
中
に
仏
教
が
広
ま
れ
ば
世
界
は
平
和
に
な
る
と
思
い

ま
す
ね
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
申
し

上
げ
た
よ
う
に
イ
ン
ド
が
す
ご
く
高
ま
れ
ば
世
界
が
平
和

な
統
一
国
家
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
（
笑
）、
と
極
端
に
こ

の
ご
ろ
夢
み
た
い
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
が
。

三
吉　

4
、
5
年
前
に
青
山
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ホ
ー
ル
の

１
階
の
と
こ
ろ
で
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
先
生
と
お
話
し
て

い
た
ら
、「
お
上
人
、
い
ろ
い
ろ
と
大
変
な
こ
と
は
わ
か
り

ま
し
た
。
だ
け
ど
お
上
人
の
使
命
は
、
明
日
に
で
も
お
寺

を
誰
か
に
任
せ
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
行
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と

ユ
ダ
ヤ
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
々
に
、
手
を
取
り
合
っ
て
、

け
ん
か
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
と
、
戦
争
な
ん
か
や
め
な
さ
い

と
い
う
こ
と
を
お
上
人
が
言
う
こ
と
が
お
上
人
の
使
命
だ

と
僕
は
思
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
…
。

そ
れ
が
私
に
は
ず
っ
と
、
自
分
の
中
の
何
か
一
本
、
も
ち

ろ
ん
な
か
な
か
で
き
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
先
生

の
励
ま
し
と
い
う
の
は
私
の
生
涯
に
大
き
な
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

先
生
に
は
今
、
そ
う
い
う
お
話
を
し
て
、
ち
ょ
う
ど

先
に
そ
の
お
答
え
を
言
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
感
じ
を

受
け
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ち
ょ
っ
と
だ
け
遡
っ
て
、
先
生

が
長
く
ア
メ
リ
カ
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
て
、
私
は
先

生
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
い
う
の
は
実
は
宗
教
国
家
だ
と
。

非
常
に
宗
教
の
強
い
国
家
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
で
す

か
ら
大
野
家
の
皆
様
方
は
本
当
に
ご
信
仰
を
、
敬
う
こ
と

を
大
切
に
考
え
て
お
ら
れ
る
ご
家
族
と
私
は
承
知
し
て
い

ま
す
。
や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
敬
虔
さ
と
、
そ
れ
か
ら
ア
メ

リ
カ
の
民
主
主
義
と
、
ア
メ
リ
カ
の
団
結
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
す
か
。

大
野　

は
い
。
そ
れ
は
強
く
感
じ
ま
す
ね
。
結
局
、
日
本

の
人
に
「
あ
な
た
の
宗
教
は
何
で
す
か
」
と
言
う
と
「
無

宗
教
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
る
人
が
多
い
ん
で
す
よ
。
ア
メ

リ
カ
で
「
私
、
無
宗
教
で
す
」
と
言
っ
た
ら
ア
ナ
ー
キ
ー

な
ん
で
す
よ
ね
。
ど
う
見
て
も
仏
教
徒
な
ん
で
す
よ
ね
、

日
本
人
っ
て
。
ま
た
私
た
ち
の
価
値
観
を
決
め
て
い
る
の

は
儒
教
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
価
値
観
の
持
っ
て
い
る
根

幹
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
宗
教
と
呼
ん
で
い
る
。

だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
者
だ
し
、
マ

ホ
メ
ッ
ト
な
ら
マ
ホ
メ
ッ
ト
、
モ
ス
レ
ム
な
ら
モ
ス
レ
ム
と

い
う
の
は
そ
の
価
値
観
で
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教

な
ら
ユ
ダ
ヤ
教
の
価
値
観
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
は
、
そ
の
戒
律
と
い
う
の
は
守
る
の
が
当
然
な
ん
で
す
。

だ
け
ど
日
本
の
人
の
宗
教
は
、
戒
律
と
い
う
の
は
あ
る
よ

う
な
な
い
よ
う
な
…
…
。
な
い
ん
で
す
よ
ね
、
ほ
と
ん
ど
。

強
い
て
言
え
ば
武
士
道
で
す
。

三
吉　

先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
多
分
そ
れ
は
宗
教
哲

学
、
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
哲
学
な
い
し
倫
理

道
徳
の
部
分
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を

勉
強
さ
れ
た
方
々
は
非
常
に
そ
れ
を
よ
く
言
い
ま
す
ね
、

行
動
規
範
と
し
て
の
宗
教
の
あ
り
方
み
た
い
な
こ
と
を
。

大
野　

だ
け
ど
日
本
で
は
行
動
規
範
を
仏
教
に
求
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
余
り
な
い
と
。
も
っ
と
血
の
中
に
あ
る

の
は
儒
教
で
す
よ
ね
、
き
っ
と
。
忠
孝
の
思
想
と
い
う
か
、

嘘
は
つ
か
な
い
と
か
、
信
義
は
守
る
と
か
。

三
吉　

非
常
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
で
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
感
覚

で
す
ね
。

大
野　

は
い
。
だ
か
ら
そ
こ
が
日
本
人
の
幸
せ
な
と
こ
ろ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
こ
ん
な
寛
容
な
宗
教
と
い
う

か
、
精
神
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
民
族
は
い
な
い

で
す
よ
。
他
の
国
の
宗
教
の
戒
律
は
、
も
っ
と
が
ち
が
ち

で
す
よ
ね
。
日
本
の
は
寛
容
で
、
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
。

三
吉　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
先
生
を
初
め
い
ろ
い
ろ
な

方
々
に
外
国
で
の
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
、
外
か
ら
ち
ょ
っ

と
だ
け
で
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

日
本
は
明
治
に
入
っ
て
西
洋
文
化
を
取
り
入
れ
て
か
ら

教
育
が
悪
く
な
り
か
け
ま
し
た
ね
。
だ
か
ら
よ
く
、
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
と
い
う
と
す
ぐ
西
洋
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
本

来
の
日
本
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
う
の
は
、
今
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
部
分
に
も
多
分
あ
る
ん
で
す
ね
。

大
野　

強
い
倫
理
観
と
い
う
の
は
も
っ
と
前
か
ら
あ
る
ん

で
す
。
だ
か
ら
江
戸
時
代
、
鎖
国
中
に
来
た
外
国
人
が
日

本
人
を
見
て
倫
理
観
の
高
さ
に
び
っ
く
り
し
て
い
ま
す
。

三
吉　

文
化
的
で
、
清
潔
で
。

大
野　

倫
理
観
、
そ
の
確
立
は
武
士
道
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。
桜
が
大
好
き
で
「
散
り
際
が
見
事
」
で
、
こ
の
頃
の

柔
道
界
の
理
事
の
行
動
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
倫
理
観
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ず
っ

と
待
ち
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
、
今
だ
っ
て
。
だ
か

ら
非
常
に
稀
有
な
国
な
ん
で
す
よ
ね
。

三
吉　

2
年
前
に
大
震
災
で
、
被
災
者
の
皆
さ
ん
が
配
給

品
を
受
け
取
る
の
に
並
ん
で
待
っ
て
い
ま
し
た
。
外
国
だ
っ

た
ら
す
ぐ
暴
動
だ
ろ
う
と
い
う
話
で
、
そ
の
辺
も
あ
り
ま

す
よ
ね
、
先
生
。

大
野　

は
い
。
み
ん
な
で
分
け
合
っ
て
い
る
と
か
、
そ
う

い
う
よ
う
な
。

三
吉　

ほ
と
ん
ど
暴
動
あ
る
い
は
革
命
で
す
よ
、
海
外

だ
っ
た
ら
。

大
野　

そ
れ
は
そ
う
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
非
常
に
い
い

国
な
ん
で
す
ね
。
い
い
国
民
が
つ
く
っ
て
い
る
国
な
ん
で

す
。
そ
の
割
に
政
治
家
は
悪
い
（
笑
）。
で
も
、
政
治
家
が

悪
く
て
も
や
っ
て
い
ら
れ
る
ん
で
す
よ
ね
、
き
っ
と
、
国

民
が
い
い
か
ら
。

三
吉　

で
は
そ
の
真
ん
中
ぐ
ら
い
に
い
て
、
宗
教
家
は
も
っ

と
努
力
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

大
野　

宗
教
家
の
方
は
非
常
に
恵
ま
れ
て
い
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
ね
。

三
吉　

そ
う
で
す
ね
、
そ
れ
は
。

大
野　

そ
れ
だ
け
に
使
命
も
大
き
い
と
い
う
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
。

三
吉　

今
日
は
本
当
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
話
を
伺
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
こ
の
30
年
、
先
生
に

ど
れ
だ
け
の
ご
教
導
を
受
け
た
か
と
い
う
の
は
も
う
感
謝

の
一
言
で
す
。
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
も
医
学
界
の
た
め
、
そ

し
て
日
本
の
た
め
、
世
界
の
た
め
、
ま
た
、
お
寺
の
ご
檀
家
、

ご
総
代
と
し
て
も
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。�

（
了
）

 

医
学
と
宗
教
と
の
関
連
性

三
吉　

大
野
先
生
は
昨
年
に
難
病
の
一
つ
、
悪
性
腫

瘍
の
治
療
を
目
的
と
し
た
ア
ク
テ
ィ
・
ク
リ
ニ
ッ
ク

（A
C

T
T

I C
linic

）を
開
業
さ
れ
、ま
た
今
年
１
月
に

『
Ｄ
Ｎ
Ａ
医
学
の
最
先
端
』
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
医
療
の

未
来
は
既
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
す
が
、
す
ば

ら
し
い
ご
本
で
あ
る
と
、
私
ど
も
の
職
員
も
大
変
感
動
し

て
い
ま
す
。
最
初
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
の
で
す
が
、
だ
ん

だ
ん
読
み
進
め
て
い
く
と
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
書
い
て

い
た
だ
い
て
い
る
。

　

私
は
、
そ
の
読
後
感
と
し
て
、
非
常
に
宗
教
的
な
感
じ

を
受
け
ま
し
た
。
医
学
の
最
先
端
と
宗
教
の
未
来
像
、
特

に
理
性
的
に
考
え
た
場
合
に
、
宗
教
の
行
き
着
く
部
分
と

科
学
に
行
き
着
く
部
分
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。
例
え
ば
、法
華
経
で
原
因
と
結
果
を
説
く
「
因

果
」、
そ
れ
か
ら
そ
の
原
因
の
働
き
を
縁
と
し
て
、「
因
縁
」

と
言
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
解
き
明
か
し
て
い
く
と
、
あ
る

と
き
に
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
も
出
て
き
ま
す
。
医
学
の

世
界
で
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
先
生
は
、
な
ぞ
解
き
の

よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
の
だ
な
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　

先
生
、
こ
の
ご
本
を
お
書
き
に
な
っ
た
一
番
の
目
的
、
端

緒
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

大
野　

第
1
章
で
は
、
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ

て
き
た
中
で
自
分
な
り
に
、
生
命
の
姿
を
近
代
科
学
の
成

果
を
平
易
な
言
葉
で
表
現
し
た
い
と
い
う
試
み
で
す
。
第

2
章
は
、
が
ん
は
現
在
に
お
け
る
一
番
の
難
病
で
す
。
こ

れ
を
治
す
方
法
に
自
分
の
潜
在
能
力
を
用
い
る
。
我
々
の

身
体
に
備
わ
る
免
疫
能
に
が
ん
細
胞
を
攻
撃
す
る
よ
う
に

教
育
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
力
で
自
分
の
が
ん
は

治
せ
る
。　

　

最
後
の
章
で
は
、
再
生
医
療
に
関
し
て
、
新
生
児
の
臍

帯
血
に
は
自
分
の
い
ろ
い
ろ
な
病
気
を
治
す
能
力
が
あ

る
。
脳
性
麻
痺
に
し
ろ
、
虚
血
性
脳
症
に
て
も
、
細
胞
と

い
う
ユ
ニ
ッ
ト
の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
そ
れ
を

う
ま
く
発
現
さ
せ
て
あ
げ
れ
ば
修
復
機
能
が
出
せ
る
ん
だ

と
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
ま
さ
に
因
と
縁
と
い
う
か
、
原
因
、

す
べ
て
の
力
は
中
に
宿
っ
て
い
て
、
縁
を
か
け
れ
ば
で
て

く
る
と
い
う
よ
う
な
の
と
非
常
に
似
て
い
ま
す
よ
ね
、
そ

う
い
う
意
味
で
。
こ
こ
20
年
位
前
か
ら
い
ろ
い
ろ
研
究
し

て
D
N
A
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、
遺
伝
子
の
構
造

の
中
に
個
々
の
細
胞
の
行
動
の
仕
方
ま
で
細
か
く
書
か
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
読
め
ば
病
気
も
治
し
方
も
わ
か
る
よ
う

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
が
ん
の
患
者
さ
ん
が
例
え
ば
あ
と

3
カ
月
延
命
す
る
こ
と
の
意
義
の
有
無
に
関
し
て
も
、
そ

の
3
カ
月
間
に
進
歩
し
た
治
療
法
の
結
果
、
病
気
が
治
る

時
代
が
今
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
理

解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
。

　

日
本
で
は
、
が
ん
に
な
っ
た
ら
諦
め
な
さ
い
と
か
、
頑

張
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
お
っ
し
ゃ
る
人
が
い
ま
す
。
が
ん

に
な
っ
た
ら
も
う
そ
の
ま
ま
、
痛
み
止
め
だ
け
で
楽
に
死

に
な
さ
い
的
な
風
潮
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
世
界
で
は

が
ん
制
圧
に
向
け
て
免
疫
療
法
を
第
4
の
選
択
肢
に
確
立

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
分
野
に
関
す
る
世
界
の
最

先
端
の
情
報
を
今
後
も
発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

三
吉　

二
十
数
年
前
の
私
の
結
婚
当
時
、
先
生
に
ご
紹
介

い
た
だ
い
て
胆
嚢
手
術
で
腹
腔
鏡
を
使
用
し
ま
し
た
。
そ

の
後
に
当
時
最
新
鋭
の
カ
テ
ー
テ
ル
が
出
き
ま
し
た
。
今

で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
か
ら
何
年
か
し

て
カ
テ
ー
テ
ル
の
検
査
を
受
け
な
が
ら
自
分
の
心
臓
を
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
あ
り
得
な
い
で
こ

と
で
す
ね
、
先
生
。

大
野　

そ
う
で
す
ね
、
は
い
。

三
吉　

画
期
的
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
ゴ
ク
ゴ
ク
と
動
い
て
い

る
の
が
、
今
自
分
の
こ
の
心
臓
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。
だ
か
ら
今
の
先
生
の
お
話
も
そ
う
い
う
こ
と
か
な
と

思
っ
た
り
し
ま
す
ね
。

大
野　

は
い
。

三
吉　

こ
れ
も
忘
れ
得
な
い
20
年
ぐ
ら
い
前
の
先
生
と
の

お
話
で
す
が
、
ア
ニ
メ
監
督
の
宮
崎
駿
さ
ん
と
お
友
達
で

い
ら
し
て
、
よ
く
一
晩
、
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
文
明
論
を

闘
わ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
で
思
い
起
こ
さ
れ

る
の
は
、
宮
崎
さ
ん
は
割
と
急
進
的
な
自
然
派
で
、
先
生
は
、

や
は
り
そ
う
は
言
い
な
が
ら
人
の
文
明
と
い
う
も
の
は
人

の
生
活
の
中
に
根
づ
い
て
い
く
中
で
、
そ
れ
を
急
に
逆
戻

り
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
だ
か
ら
穏
健
な
意
味
で

非
は
非
と
し
て
押
さ
え
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
辺
り
が
実
は
先
生
と
宮
崎
さ
ん
の
論
争
、
論
点

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
伺
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
宮
崎
さ
ん
の
作
品
で
特
に
宗
教
論
的
に
は
例
え

ば
『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
と
か
、『
も
の
の
け
姫
』
が
好

き
で
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
の
中
に
あ
る
宗
教
感
を
非
常

に
感
じ
て
お
り
ま
す
が
、
先
生
、
そ
れ
は
、
宮
崎
さ
ん
は

や
は
り
頑
な
方
…
、
そ
う
な
ん
で
す
が
（
笑
）。

大
野　

ま
あ
頑
固
で
す
よ
ね
（
笑
）。『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』

が
あ
り
ま
す
ね
。
彼
の
理
想
郷
は
そ
う
い
う
、
近
代
化
文

明
の
反
対
側
に
あ
る
ん
で
す
。
私
の
考
え
で
は
、
結
局
人

類
が
で
き
て
か
ら
60
万
年
た
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の

間
に
い
ろ
い
ろ
進
化
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
に
人
間

が
適
応
し
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
い
き
な
り
そ
れ
を
、
例

大
野
典
也
先
生
（
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
名
誉
教
授
）　後 

編

本
堂
落
慶
30
周
年
記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

聞
き
手 

当
住
上
人
　
三
吉
廣
明
（
平
成
25
年
3
月
14
日　

ア
ク
テ
ィ
ク
リ
ニ
ッ
ク
）
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大
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