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２
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お
盆
を
迎
え
て 

  

今
年
も
お
盆
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま

し
た
。
昨
年
同
様
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の

行
事
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
皆
が
故
郷

に
帰
る
こ
と
が
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ご
先
祖
様
を
敬
う
気
持
ち
を
忘

れ
な
い
で
、
今
一
度
「
お
盆
」
の
意
味

を
か
み
し
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
お
盆
」
と
は
、
ご
先
祖
さ
ま
の
「
み

霊
」
を
供
養
す
る
行
事
で
す
。
亡
く
な

っ
た
方
や
ご
先
祖
さ
ま
が
家
に
帰
り
、そ

の
期
間
を
家
族
と
一
緒
に
過
ご
す
と
い

う
、
情
緒
豊
か
な
伝
統
行
事
で
す
。 

お
盆
の
行
事
は
、
日
本
で
は
六
五
七

年
に
宮
中
で
初
め
て
行
な
わ
れ
た
と
い

う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
以
後
、
ご
先
祖

さ
ま
の
み
な
ら
ず
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
す
べ
て
に
供
養
を
施
し
、
幸
せ
を
願

う
国
民
的
行
事
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。

お
盆
の
時
期
は
、
一
般
に
七
月
ま
た
は

八
月
の
十
三
日
～
十
五
日
の
三
日
間
と

さ
れ
て
い
ま
す
。 

精
霊
棚 

ご
先
祖
さ
ま
の
み
霊
を
お
迎
え
す
る

に
は
、
ま
ず
精
霊
棚(

盆
棚)

を
作
り
ま

す
。
こ
れ
は
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

形
が
あ
り
ま
す
が
多
く
は
真
菰
を
編
ん

だ
ゴ
ザ
を
敷
い
た
台
を
置
き
、
そ
こ
に

お
膳
や
お
供
物
、
香
炉
や
ロ
ウ
ソ
ク
立
て

な
ど
を
設
置
し
、
お
仏
壇
か
ら
お
位
牌

を
移
し
ま
す
。
通
常
、
お
仏
壇
と
は
別

に
し
つ
ら
え
ま
す
が
、
お
仏
壇
の
前
に
小

さ
な
机
を
置
き
、
真
菰
を
敷
い
て
キ
ュ
ウ

リ
の
馬
と
ナ
ス
の
牛
を
飾
る
等
し
て
、
ご

先
祖
様
の
み
霊
を
お
迎
え
す
る
仕
方
も

あ
り
ま
す
。 

お
供
え
物
と
し
て
は
、
主
に
次
の
よ

う
な
も
の
を
お
供
え
し
ま
す
。 

・
水
の
子(
洗
っ
た
生
米
と
さ
い
の
め
に

切
っ
た
ナ
ス
・
キ
ュ
ウ
リ
を
ま
ぜ
、
蓮

の
葉
や
お
皿
に
盛
っ
た
も
の) 

・
そ
う
め
ん
な
ど
の
乾
物 

・
夏
の
野
菜
・
果
物 

・
ホ
オ
ズ
キ(

み
霊
を
導
く
提
灯
に
見
立

て
る) 

・
水
向
け
用
の
水(

水
を
入
れ
た
器
に
、

ミ
ソ
ハ
ギ
の
花
を
そ
え
る) 

お
盆
期
間
中
は
「
棚
経
」
と
言
っ
て

菩
提
寺
の
和
尚
さ
ん
が
お
経
を
読
み

に
来
ら
れ
ま
す
。 

精
霊
棚
の
ご
先
祖
さ
ま
を
供
養
し
ま
す

の
で
、
家
族
そ
ろ
っ
て
、
一
緒
に
お
参
り

し
ま
し
ょ
う
。 

お
迎
え 

お
迎
え
は
十
三
日
の
夕
方
か
ら
夜
に

か
け
、
お
墓
や
家
の
玄
関
先
な
ど
で
ご

先
祖
さ
ま
の
み
霊
を
お
迎
え
す
る
「
迎

え
火
」を
焚
き
ま
す
。
ご
先
祖
さ
ま
は
、

迎
え
火
の
明
か
り
を
頼
り
に
、
家
族
の

も
と
へ
お
戻
り
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
灯
を
み
霊
へ
の
目
印
と
し
て
、
盆
棚

(

仏
壇)

に
移
し
ま
す
。 

お
送
り 

お
盆
の
あ
い
だ
は
、
ご
先
祖
さ
ま
が

そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に
お
も
て
な
し

を
し
ま
す
。
そ
し
て
十
五
日
の
夕
方
、
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地
域
に
よ
っ
て
は
十
六
日
の
朝
、
み
霊
を

お
送
り
し
ま
す
。
お
迎
え
の
時
と
同
じ

よ
う
に
、
玄
関
先
で
火
を
焚
い
た
り(

送

り
火)

、
地
域
に
よ
っ
て
は
川
や
海
に
灯

籠
を
流
し
た
り(
灯
籠
流
し
。
精
霊
流
し)

し
ま
す
。
こ
の
時
、
盆
棚
の
お
供
え
や

飾
り
を
一
緒
に
流
す
所
も
あ
り
ま
す
が
、

環
境
問
題
も
あ
り
ま
す
の
で
お
寺
の
に

持
っ
て
き
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。 

以
上
ご
紹
介
し
た
の
は
、
数
あ
る
事

例
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
地
域

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
お
盆
の
迎
え
方

が
あ
り
ま
す
。
形
は
ど
う
あ
れ
、
ご
先

祖
さ
ま
の
み
霊
を
ま
ご
こ
ろ
を
も
っ
て

お
も
て
な
し
す
る
こ
と
が
「
お
盆
」で
す
。 

 

当
山
の
お
盆
の
行
事
は
、
例
年
通
り

八
月
七
日
午
前
八
時
よ
り
「
山
門
施
食

会
（
施
餓

鬼
会
）、
八

月
八
日
よ

り
十
五
日

ま
で
棚
経

（
お
ハ
ガ

キ
に
て
予

定
を
連
絡

し
ま
す
）、
八
月
二
十
四
日
午
後
七
時
よ

り
地
蔵
盆
。
こ
の
行
事
を
も
っ
て
お
盆
の

行
事
が
終
わ
り
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
で
の
お
盆
に
な
る

か
と
思
い
ま
す
が
、そ
れ
に
も
め
げ
ず
精

一
杯
お
勤
め
し
ま
し
ょ
う
。 

 

 

教
誨
師

き
ょ
う
か
い
し

を
務
め
て 

 
月
に
二
回
程
度
、
岐
阜
市
則
松
に
あ

る
「
岐
阜
刑
務
所
」
に
、
教
誨
師
と
し

て
通
い
始
め
て
二
十
数
年
。
こ
の
奉
仕
は
、

私
の
法
幢
師
（
ほ
う
ど
う
し‥

教
え
を

導
い
て
く
れ
る
師
匠
）
で
あ
る
加
野
洞

泉
寺
の
岸
徹
心
老
師
よ
り
推
薦
を
い
た

だ
き
曹
洞
宗
管
長
よ
り
教
誨
師
（
特
殊

布
教
師
）
と
し
て
の
辞
令
を
受
け
、
被

収
容
者
の
宗
教
的
欲
求
に
応
え
る
た
め

の
活
動
で
す
。 

こ
う
し
た
活
動
は
、
牢
獄
と
言
わ
れ

る
施
設
が
出
来
た
頃
、
教
誨
師
年
表
に

よ
れ
ば
平
安
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
出

来
ま
す
が
、
近
年
で
は
「
近
代
宗
教
教

誨
百
五
十
年
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

明
治
の
初
め
の
監
獄
と
言
わ
れ
た
時
代

か
ら
の
大
切
な
仕
事
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

一
時
公
務
員
と
し
て
の
身
分
が
与
え
ら

れ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

私
が
所
属
す
る
岐
阜
刑
務
所
は
、
刑

務
所
の
種
別
の
中
で
もL

B

級
と
言
わ
れ

る
施
設
で
す
。
明
治
元
年
に
設
置
さ
れ
、

名
称
の
変
更
や
移
転
を
繰
り
返
し
、
昭

和
六
十
三
年
四
月
に
現
在
地
（
岐
阜
市

則
松
）
に
新
築
移
転
さ
れ
ま
し
た
。L

B

指
標
と
い
う
犯
罪
傾
向
が
進
ん
だ
人
を

収
容
し
て
い
ま
す
。
定
員
は
八
九
〇
人
。

平
成
十
八
年
頃
が
収
容
の
ピ
ー
ク
で
一

千
人
以
上
で
し
た
が
、
今
は
五
百
人
位

の
方
が
収
容
さ
れ
て
い
ま
す
。 

我
々
が
関
わ
る
教
誨
希
望
者
は
、
単

独
室
収
容
者
を
除
い
た
約
二
百
人
程
の

希
望
の
内
、
規
律
違
反
や
出
所
等
が
あ

り
、
年
間
平
均
百
人
程
度
の
方
々
で
す
。

そ
う
し
た
方
々
を
各
宗
派
の
教
誨
師
二

十
一
名
が
担
当
し
て
い
ま
す
。 

普
段
の
活
動
は
、
集
団
教
誨
と
個
人

教
誨
で
す
。
他
に
お
盆
、
彼
岸
、
花
ま

つ
り
等
、
亡
く
な
れ
ば
棺
前
教
誨
（
お

葬
式
）、
お
墓
詣
り
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

教
誨
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
教
え

を
中
心
に
道
徳
的
感
性
を
高
め
る
よ
う

な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
我
々
も
時
々

研
修
が
あ
り
ま
す
。
制
服
組
で
な
い
教

誨
師
等
に
対
し
て
、
刑
務
所
の
職
員
の

方
々
の
話
の
中
か
ら
我
々
に
対
し
「
生

き
が
い
づ
く
り
」「
安
心
し
て
話
す
こ
と

の
で
き
る
場
の
提
供
」
「
傾
聴
的
ア
プ
ロ

ー
チ
」
「
グ
ッ
ド
ラ
イ
フ
と
し
て
の
モ
デ

ル（
よ
り
良
い
生
活
を
送
る
た
め
の
目
標

的
人
物
）
」
な
ど
へ
の
期
待
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
私
に
と
っ
て
の
教
誨
の
指
針
と
な

っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
教
誨

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
被
収
容
者
の
心

情
の
安
定
に
繋
が
り
、
所
内
に
お
け
る

生
活
に
落
ち
つ
き
が
で
て
く
る
と
伺
っ

て
い
ま
す
。 

 

集
団
教
誨
は
、
坐
禅
が
中
心
で
す
。

般
若
心
経
を
大
き
な
声
で
読
み
、
二
十

分
程
静
か
に
坐
り
、
そ
れ
か
ら
十
分
程

お
話
を
し
ま
す
。
坐
禅
は
、「
調
身
・
調

息
・
調
心
」
と
い
っ
て
「
と
と
の
え
る
」

こ
と
を
大
切
に
と
か
、「
坐
」
の
字
の
説

明
を
し
た
り
、
「
自
分
を
見
つ
め
る
こ

と
」
の
大
切
さ
等
の
お
話
を
し
て
い
ま
す
。 

個
人
教
誨
は
、
供
養
が
中
心
で
す
。

親
族
や
被
害
者
の
命
日
に
故
人
の
冥
福



を
願
い
、
ま
た
、
父
母
の
訃
報
に
接
し

た
際
に
行
う
供
養
で
す
。
毎
回
「
般
若

心
経
」
の
写
経
が
納
め
ら
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。 

 

「
教
誨
は
自
己
の
信
ず
る
教
義
に
則

し
て
、
宗
教
心
を
伝
え
被
収
容
者
の
徳

性
を
涵
養
す
る
と
と
も
に
、
心
情
の
安

定
を
図
り
、
被
収
容
者
に
は
自
己
を
洞

察
し
て
健
全
な
思
想
・
意
識
・
態
度
を

身
に
つ
け
さ
せ
、
同
時
に
遵
法
の
精
神

を
培
い
、
更
生
の
契
機
を
与
え
る
。
こ

れ
を
も
っ
て
、
矯
正
の
実
を
上
げ
、
社
会

の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
」
と

し
て
い
ま
す
が
、
教
誨
を
終
え
て
、
い
つ

も
思
う
こ
と
は
こ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か

と
反
省
ば
か
り
。
い
つ
も
緊
張
感
を
も
っ

て
、
施
設
に
入
り
ま
す
が
、
気
持
ち
を

和
ら
げ
て
い
た
だ
く
所
員
の
皆
様
方
に

は
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。 

 

「
坐
禅
」
や
「
読
経
」
を
通
し
て
、

お
話
を
す
る
の
で
す
が
一
方
的
な
話
が

多
く
、
個
人
教
誨
以
外
、
言
葉
を
か
け

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

最
近
、
ク
ラ
ブ
活
動
に
「
坐
禅
」
を

加
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
数
も
少

な
く
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
時
々
あ
り

ま
す
。
三
十
分
ほ
ど
で
す
が
「
こ
の
静

か
な
時
間
が
な
に
も
の
に
も
代
え
が
た

い
」
と
感
想
を
述
べ
て
く
れ
ま
す
。
被
収

容
者
に

と
っ
て

普
段
の

生
活
は
、

集
団
生

活
で
す
。

作
業
も

生
活
も

食
事
も

言
わ
ば

プ
ラ
イ

ベ
ー
ト
な
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

「
坐
禅
」
の
一
時
は
ま
さ
に
自
分
の
時

間
で
す
。
一
心
に
坐
る
姿
の
大
切
さ
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
宗
門
の
教
え
は
，「
生
活
即
仏

道
」。
常
に
「
仏
の
み
子
」
と
し
て
、
日
々

の
行
い
が
即
仏
道
で
あ
り
、「
行
持
」（
仏

道
の
修
行
を
常
に
怠
ら
ず
に
続
け
る
こ

と
）
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
行
住

坐
臥
」。
そ
う
し
た
気
持
ち
を
「
話
」
の

中
か
ら
聞
き
取
っ
て
も
ら
い
、
言
葉
を
交

わ
さ
な
い
な
か
で
も
気
持
ち
を
理
解
し
、

所
内
で
の
規
律
あ
る
生
活
を
す
る
こ
と

を
望
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
曹
洞
宗
の

教
義
の
根
幹
で
あ
る
「
四
大
綱
領
」（
布

施
・
愛
語
・
利
行
・
同
事
）
を
時
に
応

じ
て
読
み
解
き
、
悔
い
改
め
、
三
宝
に

帰
依
し
、
菩
薩
の
誓
願
を
誓
い
、
感
謝

報
恩
を
旨
と
し
、
他
を
思
う
心
を
育
て

る
よ
う
な
教
誨
を
目
指
し
て
い
ま
す
。し

か
し
な
が
ら
、
基
本
で
あ
る
被
収
容
者

の
悩
み
と
か
苦
し
み
な
ど
を
十
分
に
聞

き
取
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
し
な
が
ら

教
誨
を
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。 

こ
の
度
「
法
務
大
臣
」
感
謝
状
を
頂

き
、
日
頃
の
活
動
の
一
端
を
報
告
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
、
ご

協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

可
睡
斎
で
の
思
い
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

弟
子 

峰
雪 

修
行
か
ら
帰
っ
て
き
て
も
う
す
ぐ
三
ヶ

月
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
先
日
、

ち
ょ
う
ど
今
ぐ
ら
い
に
や
っ
と
師
寮
寺

（
自
分
に
と
っ
て
の
師
匠
が
い
る
お
寺
）

に
出
し
た
時
の
一
通
の
手
紙
を
見
せ
て

も
ら
い
、
一
年
前
の
記
憶
が
蘇
っ
て
き
ま

し
た
。
今
回
、
住
職
か
ら
修
行
寺
で
の

体
験
を
何
回
か
に
分
け
て
書
き
、
皆
さ

ん
に
お
伝
え
し
た
ら
ど
う
か
と
の
お
話

が
あ
り
ま
し
た
。
折
角
の
機
会
で
す
の

で
思
い
出
し
な
が
ら
書
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

昨
年
の
四
月
八
日
、
お
釈
迦
様
の
お

誕
生
日
の
日
に
満
月
に
照
ら
さ
れ
な
が

ら
、
桜
の
木
の
下
で
断
髪
式
を
し
ま
し

た
。
途
中
で
母
が
ゆ
き
ち
ゃ
ん
ご
め
ん
ね
、

な
ん
て
い
い
な
が
ら
切
る
の
で
覚
悟
は
し

て
い
ま
し
た
が
泣
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

十
日
、
静
岡
の
袋
井
市
に
あ
る
曹
洞
宗

秋
葉
総
本
殿
可
睡
斎
に
上
山
を
し
ま
し

た
。
可
睡
斎
は
、
徳
川
家
康
の
故
事
に

よ
り
そ
の
名
が
付
き
、
秋
葉
の
火
防
霊

場
と
し
て
全
国
津
々
浦
々
に
信
仰
を
集

め
る
禅
道
場
で
す
。
地
方
の
僧
堂
と
し

て
は
大
き
く
、
女
性
や
海
外
の
方
に
も

門
戸
を
開
い
て
い
る
お
寺
で
す
。
ま
た
、

袋
井
市
の
観
光
寺
院
と
し
て
の
顔
を
持

つ
お
寺
で
も
あ
る
為
、
一
年
中
四
季

折
々
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
多
く
の
観
光
客

が
訪
れ
る
お
寺
で
も
あ
り
ま
す
。 

私
が
可
睡
斎
を
選
ん
だ
理
由
は
、
こ

う
し
た
現
代
的
な
開
か
れ
た
お
寺
で
の



経
験
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で

も
あ
り
ま
す
。 

 

上
山
日
、
丸
坊
主
に
な
っ
た
私
は
、
綱

代
笠
（
あ
じ
ろ
が
さ
）
を
被
り
、
袈
裟

行
季
（
け
さ
ご
う
り
）
を
か
け
、
着
物
、

衣
を
膝
ま
で
た
く
し
上
げ
、
足
首
に
脚

絆
に
草
鞋
を
履
き
、
座
蒲
を
持
っ
た
、

ま
さ
に
雲
水
姿
で
木
版
を
三
打
鳴
ら
し

ま
し
た
。
山
に
響
く
よ
う
な
大
声
で
「
御

開
山
拝
登
、
並
び
に
免
掛
塔
宜
し
ゅ
う
」

と
修
行
道
場
に
入
る
為
の
言
葉
を
言
い

続
け
ま
す
。
途
中
で
何
か
言
わ
れ
て
も

怯
ま
ず
に
言
い
続
け
る
の
で
す
。
泣
き
そ

う
に
な
り
ま
し
た
が…

。
係
の
方
が
出

て
く
る
ま
で
か
な
り
の
時
間
を
待
た
さ

れ
、
よ
う
や
く
出
て
き
た
僧
に
、「
何
を

し

に

来た
？
」

と

問

わ
れ
、

「

修

行

を

し

に

参

り

ま
し
た
！
」
と
応
え
る
と
、「
修
行
は
こ

こ
で
な
く
と
も
師
寮
寺
で
も
で
き
る
だ

ろ
う
、
さ
っ
さ
と
帰
れ
！
」
と
突
き
放
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
を
な
ん
と
か
食
い
下
が
っ

て
入
門
を
請
う
の
で
す
。
こ
れ
が
第
一
の

関
門
で
す
。
よ
う
や
く
山
内
に
入
る
と

旦
過
寮
（
た
ん
が
り
ょ
う
）
で
三
日
間
、

朝
か
ら
晩
ま
で
坐
を
組
み
、
生
活
の
基

本
を
み
っ
ち
り
叩
き
込
ま
れ
ま
す
。こ
れ

が
第
二
の
関
門
で
す
。
同
日
に
上
山
し

た
の
は
三
名
で
、
女
性
は
一
人
で
し
た
の

で
別
の
部
屋
で
過
ご
し
ま
し
た
。
携
帯

は
も
は
や
あ
り
ま
せ
ん
し
、
時
間
も
わ

か
ら
な
い
の
で
、
何
時
に
起
き
て
い
る
の

か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
寝
床
が
他

の
寮
か
ら
遠
か
っ
た
為
、
二
日
目
の
夜
が

大
嵐
で
夜
中
に
寝
床
の
襖
が
風
で
飛
ん

で
い
っ
て
し
ま
い
、
怖
い
し
、
誰
も
来
て

く
れ
な
い
し
、
何
時
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
旦
過
寮
中
は
、
ほ

と
ん
ど
寝
た
気
が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
す

ご
い
洗
礼
を
二
日
目
に
し
て
受
け
ま
し

た
。 三

日
目
の
朝
に
入
寺
式
が
あ
り
、
よ

う
や
く
こ
こ
で
雲
水
と
し
て
認
め
ら
れ

ま
す
。
こ
こ
か
ら
衆
寮
に
入
り
、
修
行

の
生
活
が
始
る
の
で
す
。
修
行
中
の
こ
と

を
安
居
（
あ
ん
ご
）
と
言
い
ま
す
が
、

雲
水
が
安
居
中
に
覚
え
る
こ
と
は
、
朝

課
の
配
役
、
御
神
殿
で
の
祈
祷
法
要
、

法
事
等
お
寺
に
関
わ
る
こ
と
全
て
を
生

活
の
中
か
ら
学
び
ま
す
。（
続
く
） 

お
庫
裏
の
ツ
ブ
ヤ
キ 

「
貯
筋
に
励
む
べ
し
」 

こ
の
三
月
に
左
肩
と
そ
れ
に
繋
が
る

筋
肉
が
痛
く
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
背

中
の
フ
ァ
ス
ナ
ー
を
扱
う
の
も
痛
い
。

「
あ
痛
た
た
あ
ー
。」
の
日
々
が
始
ま
っ

た
。 い

ろ
い
ろ
治
療
を
試
し
て
み
た
が
、
結

局
は
、「
肩
腱
板
障
害
」と
診
断
さ
れ
た
。

重
い
物
を
持
っ
た
り
巻
肩
の
状
態
で
姿

勢
が
悪
く
な
っ
た
り
し
て
起
こ
る
そ
う 

だ
。
そ
う
い
え
ば
、
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て

か
ら
、
筋
ト
レ
体
操
も
ヨ
ガ
も
休
み
が

多
く
な
っ
て
い
た
。 

実
は
、
お
檀
家
の
Ｃ
さ
ん
が
岐
阜
市
の

筋
ト
レ
サ
ポ
ー
タ
ー
の
資
格
を
と
ら
れ

て
か
ら
、
毎
週
木
曜
日
の
９
時
か
ら
一

時
間
。
近
く
の
方
々
と
、
林
陽
寺
で
指

導
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
今
年

で
、
十
年
目
に
な
る
。
休
み
な
ら
、
自

分
で
取
り
組
め
ば
よ
い
よ
う
だ
が
、
一

人
と
な
る
と
な
か
な
か
で
き
な
い
。 

最
近
「
フ
レ
イ
ル
（
虚
弱
）
」
と
い
う

言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
が
、
ま
さ
し
く

そ
れ
に
繋
が
る
生
活
で
あ
っ
た
と
反
省

し
き
り
で
あ
る
。
簡
単
な
体
操
を
し
つ
つ

食
事
に
気
を
つ
け
交
流
を
心
が
け
た
い

も
の
だ
と
思
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。 

さ
あ
、
ス
ク
ワ
ッ
ト
や
踵
上
げ
「
１
．

２
．
３
．…

…

」 

 

貯
筋
、
貯
筋
。
貯
筋
に
励
む
べ
し
。 Chunichi Gifoo 第 14号 2021.5.8 より 

 

 

 


