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お 

盆 

令
和
も
二
年
と
な
り
、
新
た
な
気
持
ち
で

と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世

界
に
蔓
延
し
、
今
ま
で
の
日
常
と
異
な
っ
た

日
々
を
迎
え
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
ま
さ
に

「
諸
行
無
常
」
で
す
ね
。「
コ
ロ
ナ
自
粛
」
に

よ
り
仏
事
も
ま
ま
な
ら
ぬ
と
言
っ
た
世
相
で

す
が
、
昔
か
ら
「
人
心
乱
れ
れ
ば
、
鬼
心
乱

る
」
と
言
っ
て
、
こ
の
世
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
が
落
ち
着
き
を
失
い
、
世
の
中
が
乱
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

や
は
り
ご
先
祖
を
敬
い
、
手
を
合
わ
せ
祈

る
こ
と
も
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特

に
お
盆
は
、
日
本
人
の
持
つ
美
し
い
宗
教
行

事
で
す
。
家
族
揃
っ
て
あ
の
世
か
ら
の
お
客

様
を
懇
ろ
に
迎
え
、
落
ち
着
い
た
一
時
を
過

ご
し
ま
し
ょ
う
。コ
ロ
ナ
に
よ
り
い
つ
も
の
お

盆
行
事
は
困
難
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
精
一

杯
勤
め
た
い
と
お
も
い
ま
す
。 

当
寺
に
お
き
ま
し
て
も
、
八
月
七
日
の
お

盆
の
法
要
（
施
食
会
）
に
始
ま
り
、
二
十
四

日
の
地
蔵
盆
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
勤
め

ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
先
祖
様
を
偲
ん
で
お
参
り

く
だ
さ
い
。 

 

『
盂
蘭
盆
経
』
と
い
う
お
経
に
よ
り
ま
す

と
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
弟
子
で
「
神
通
力
第

一
」
と
い
わ
れ
る
目
連
さ
ま
が
、
あ
る
日
、

亡
く
な
っ
た
自
分
の
お
母
さ
ん
が
ど
う
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
神
通
力
を
通
し
て
、
極

楽
浄
土
や
天
上
界
を
探
し
ま
し
た
が
見
つ
か

り
ま
せ
ん
。
な
ん
と
、
お
母
さ
ま
は
餓
鬼
道

に
堕
ち
て
、
大
変
な
苦
し
み
に
喘
い
で
い
ま

し
た
。
食
べ
物
や
水
を
差
し
上
げ
ま
し
た
が

あ
っ
と
い
う
ま
に
燃
え
つ
き
、
何
も
口
に
入

ら
な
い
の
で
す
。
び
っ
く
り
し
た
目
連
さ
ま

は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
と
こ
ろ
へ
と
ん
で
行
き
、

ど
う
し
た
ら
お
母
さ
ま
を
救
え
る
か
相
談

し
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
う

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

「
目
連
よ
、
お
ま
え
の
お
母
さ
ん
は
決
し
て

悪
い
人
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
と
て
も
や
さ
し
い
人

だ
っ
た
。
し
か
し
、
ほ
か
の
子
は
ど
う
で
も

い
い
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
、
平
等
で
な
か
っ

た
。
我
が
子
だ
け
を
愛
す
る
と
い
う
、
深
い

愛
欲
に
と
り
つ
か
れ
、
余
り
に
も
自
分
勝
手

で
あ
っ
た
た
め
、
餓
鬼
道
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
の
だ
よ
」 

「
あ
あ
・
・
」
目
連
さ
ま
は
、
な
げ
き
悲
し

み
ま
し
た
。 

す
る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、「
救
っ
て
あ
げ

た
け
れ
ば
、
八
（
七
）
月
十
五
日
は
お
坊
さ

ん
た
ち
の
長
い
修
行
の
終
わ
る
日
、
そ
の
日

に
で
き
る
限
り
の
飲
食
を
さ
し
あ
げ
、
亡
き

人
に
供
養
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
だ
」
と
お
っ
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し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
の
通
り
に
、
目
連
さ
ま

が
す
る
と
、
お
母
さ
ん
は
餓
鬼
道
の
苦
し
み

か
ら
救
わ
れ
、
極
楽
の
世
界
に
行
か
れ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

お
釈
迦
様
は
「
丁
寧
に
供
養
す
れ
ば
、
そ

の
功
徳
力
に
よ
り
多
く
の
ご
先
祖
や
無
縁
の

人
た
ち
も
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
、
今
生
き
て

い
る
我
々
も
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
」
と
お
説
き
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

写
真
は
、
お
盆
の
時
期
の
林
陽
寺
の
本
堂

の
様
子
で
す
。
施
食
棚
を
出
し
て
供
養
を
し

ま
す
。
各
ご
家
庭
で
も
お
仏
壇
を
お
掃
除
し
、

お
花
や
供
物
を
お
供
え
し
て
、
家
族
揃
っ
て

お
寺
や
お
墓
に
お
詣
り
し
、
今
生
き
て
い
る

こ
と
に
感
謝
し
ま
し
ょ
う
。 

境
内
清
掃 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
て
自
粛
が
続
く
中

大
半
の
行
事
が
中
止
・
延
期
の
最
中
。
五

月
三
十
一
日
、
早
朝
よ
り
護
持
会
の
皆
様

方
に
よ
る
境
内
清
掃
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

サ
ク
ラ
の
木
の
手
入
れ
、
サ
ツ
キ
の
選
定
、

屋
根
の
点
検
、
ガ
ラ
ス
拭
き
な
ど
お
盆
を

前
に
汗
を
流
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
有

り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

坐
禅
と
写
経
を 

禅
宗
の
修
行
の
中
心
は

坐
禅
で
す
。
調
身
・
調
息
・

調
心
に
心
が
け
一
度
坐
っ
て

み
ま
せ
ん
か
。 

当
山
で
は
、

第
二
日
曜
日
八
時
か
ら
一

時
間
坐
禅
と
お
話
の
会
を
、

第
四
土
曜
日
十
時
か
ら
十

一
時
ま
で
写
経
の
会
を
設
け
て
い
ま
す
。

誰
で
も
お
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
日
々 

 

令
和
二
年
の
お
正
月
の
新
聞
に
、
中

国
武
漢
に
て
原
因
不
明
の
肺
炎
が
発

生
し
て
い
る
と
の
新
聞
記
事
。
ま
た
た

く
間
に
広
が
り
今
や
世
界
中
で
六
百

万
人
が
罹
患
し
三
十
二
万
人
が
死
亡
。

日
本
に
お
い
て
も
一
万
七
千
人
余
が

罹
り
九
百
人
近
く
が
亡
く
な
っ
た
。
岐

阜
県
に
お
い
て
も
百
五
十
人
、
七
名
が

亡
く
な
っ
た
（
六
月
一
日
現
在
）。 

令
和
二
年
五
月
五
日
の
中
日
新
聞

の
社
説
に
「
政
府
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策
の
緊
急
事
態
宣
言
を
五
月

末
ま
で
延
長
し
た
。
十
三
の
特
定
警
戒

都
道
府
県
で
は
外
出
自
粛
要
請
な
ど

を
徹
底
す
る
一
方
、
そ
れ
以
外
で
は

「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
よ
り
感
染
拡

大
防
止
と
社
会
経
済
活
動
を
両
立
さ

せ
る
「
長
丁
場
」
の
闘
い
に
移
行
す
る

方
向
を
明
確
に
し
た
。 

新
型
コ
ロ
ナ
は
小
康
状
態
と
再
流

行
を
繰
り
返
し
一
年
以
上
の
対
策
が

必
要
と
さ
れ
、
長
期
化
を
免
れ
な
い
。

私
た
ち
は
当
面
ウ
イ
ル
ス
と
共
存
せ

ざ
る
を
得
ず
、
以
前
の
よ
う
に
無
防
備

な
生
活
ス
タ
イ
ル
に
は
当
面
戻
れ
な

い
と
の
覚
悟
を
す
べ
き
だ
。
同
時
に
、

宣
言
の
延
長
で
休
業
が
長
期
化
す
る

事
業
者
は
一
層
窮
地
に
追
い
込
ま
れ

る
。
中
小
企
業
へ
の
最
大
二
百
万
円
の

持
続
化
給
付
金
や
従
業
員
の
雇
用
を

守
る
雇
用
調
整
助
成
金
の
上
乗
せ
、
テ

ナ
ン
ト
の
賃
料
負
担
軽
減
な
ど
、
政
府

は
早
急
に
追
加
支
援
を
講
じ
る
べ
き

事
態
で
あ
る
。 

米
国
は
感
染
拡
大
が
峠
を
越
し
た

と
し
て
経
済
活
動
再
開
に
動
き
だ
し

ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
も
厳
し
い

外
出
制
限
を
緩
和
し
て
経
済
活
動
を

再
開
さ
せ
て
い
く
方
針
だ
。
い
ず
れ
も

再
流
行
リ
ス
ク
を
承
知
で
、
こ
こ
で
再

始
動
さ
せ
な
け
れ
ば
経
済
が
致
命
傷

を
受
け
か
ね
な
い
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ

の
決
断
だ
。
短
期
間
の
終
息
が
困
難
な

以
上
、
経
済
社
会
を
維
持
し
な
が
ら
の

持
久
戦
に
挑
む
の
は
や
む
を
得
ま
い
。

し
か
し
国
民
の
生
命
が
か
か
る
問
題

で
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
国

民
の
生
活
様
式
転
換
に
加
え
て
、
医
療
、

検
査
体
制
の
充
実
が
不
可
欠
だ
。 



「
新
し
い
生
活
様
式
」
と
は
、
個
人
レ

ベ
ル
で
は
感
染
拡
大
リ
ス
ク
が
高
い

「
三
密
」
の
回
避
、
外
出
時
の
マ
ス
ク

着
用
、
こ
ま
め
な
手
洗
い
や
人
と
の
距

離
確
保
の
徹
底
。
仕
事
面
で
は
、
テ
レ

ワ
ー
ク
、
時
差
出
勤
、
テ
レ
ビ
会
議
な

ど
の
利
用
継
続
だ
。
ス
ト
レ
ス
が
多
い

日
常
が
続
く
が
、
何
と
か
心
身
を
適
応

さ
せ
る
努
力
を
し
た
い
。 

我
々
人
間
は
常
に
ウ
イ
リ
ス
と
戦

い
、
そ
の
都
度
解
決
の
道
を
模
索
し
て

き
た
。
歴
史
を
遡
れ
ば
、
約
千
三
百
年

前
に
大
仏
造
立
を
決
断
し
た
聖
武
天

皇
の
御
代
に
は
、
大
地
震
や
飢
饉
が
続

き
、
疫
病
（
感
染
症
）
が
流
行
し
た
。

高
熱
を
発
し
、
死
亡
率
が
高
く
、
治
っ

て
も
痕
（
あ
と
＝
あ
ば
た
）
を
残
す
「
天

然
痘
」
で
あ
り
、
平
城
京
に
も
蔓
延
し

た
。
当
時
の
国
政
を
担
っ
て
い
た
藤
原

氏
の
四
兄
弟
が
全
員
病
死
す
る
な
ど
、

朝
廷
は
大
混
乱
。
日
本
の
総
人
口
（
当

時
）
の
約
三
十
％
に
当
た
る
百
万
～
百

五
十
万
人
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
相

次
ぐ
国
難
に
悩
ん
だ
聖
武
天
皇
が
七

四
三
年
（
天
平
一
五
年
）
、
国
家
の
安

寧
や
疫
病
か
ら
人
々
が
救
わ
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
大
仏
の
造
立
を
命
じ
た
。

日
本
で
の
疫
病
は
、
海
外
か
ら
持
ち
込

ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
当
時
は
朝
鮮
半

島
の
新
羅
に
派
遣
し
た
使
節
（
遣
新
羅

使
）
を
通
じ
て
入
っ
て
き
た
と
言
わ
れ

る
。 改

元
も
疫
病
と
関
係
が
あ
っ
た
。
令

和
は
最
初
の
年
号
の
「
大
化
」
以
降
、

二
四
八
番
目
の
元
号
だ
が
、
改
元
理
由

で
最
も
多
い
の
は
、
自
然
災
害
や
戦
乱
、

疫
病
な
ど
大
き
な
異
変
が
起
き
た
時

の
「
災
異
改
元
」
で
、
百
回
を
超
え
る
。

こ
れ
は
新
天
皇
の
即
位
に
よ
る
改
元

の
七
四
回
よ
り
も
多
い
。
災
異
改
元
の

う
ち
、
三
分
の
一
の
三
十
数
件
は
疫
病

の
流
行
で
多
く
の
死
者
が
出
た
時
だ

っ
た
。
一
番
多
か
っ
た
の
が
天
然
痘
で
、

続
い
て
高
熱
と
全
身
に
発
疹
が
広
が

る
麻
疹
（
は
し
か
）。
大
勢
の
人
が
次
々

と
亡
く
な
っ
て
い
く
原
因
も
分
か
ら

ず
、
治
療
法
も
な
か
っ
た
時
代
、
日
本

人
は
祈
り
、
改
元
す
る
ほ
か
に
対
処
の

方
法
が
な
か
っ
た
。 

「
疫
病
退
散
」
は
す
べ
て
の
人
の
願

い
だ
っ
た
。
東
京
の
夏
の
夜
を
彩
る

「
隅
田
川
花
火
」
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。

享
保
十
八
年
、
江
戸
時
代
の
八
代
将

軍
・
徳
川
吉
宗
の
時
、
「
大
飢
饉
や
江

戸
に
流
行
し
た
疫
病
に
よ
る
死
者
供

養
と
災
厄
除
去
を
祈
願
し
て
」
、
両
国

川
開
き
（
水
辺
の
納
涼
祭
）
が
行
わ
れ
、

そ
の
初
日
に
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ

た
の
を
起
源
と
し
て
い
る
。 

近
く
で
は
、
百
年
前
の
「
ス
ペ
イ
ン

風
邪
」
と
い
わ
れ
る
感
染
症
で
あ
り
、

未
曽
有
の
感
染
者
を
出
し
た
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク(

世
界
的
大
流
行)

が
あ
っ
た
。

ス
ペ
イ
ン
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
、
国
内

で
約
三
九
万
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
。
県
内
で
も
再
流
行
を
繰
り
返

し
、
終
息
ま
で
に
八
千
人
以
上
が
亡
く

な
っ
た
。
切
迫
し
た
状
況
を
市
町
村
史

や
内
務
省
報
告
書
か
ら
振
り
返
っ
て

み
る
。(

令
和
二
年
五
月
四
日4 

岐
阜

新
聞
朝
刊 

 

堀
尚
人) 

「
高
山
の
火
葬
場
に
棺
が
毎
日
十

数
個
並
ん
で
僧
侶
の
読
経
も
待
た
ず

火
葬
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
云
う
」

旧
大
八
賀
村(

現
在
の
高
山
市)

の
村

史
に
は
、
当
時
の
混
乱
ぶ
り
の
一
端
が

記
さ
れ
る
。
同
書
に
よ
と
、
大
正
七
年

十
～
十
二
月
に
大
野
郡(

旧
高
山
町
合

む)

で
五
一
四
人
、
吉
城
郡
で
二
一
七

人
が
死
亡
。
村
内
で
は
三
五
人
が
亡
く

な
っ
た
。 

旧
丹
生
川
村(

高
山
市
丹
生
川
町)

の
村
史
は
、
大
正
七
年
十
一
～
十
二
月

の
流
行
で
、
小
学
校
本
校
と
七
分
教
場

を
七
～
二
十
日
間
閉
鎖
し
た
と
記
録
。

全
児
童
の
九
割
に
当
た
る
八
七
一
人

が
罹
患
し
九
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。

村
役
場
を
通
じ
て
家
庭
に
配
布
さ
れ

た
文
書
は
、
悪
性
感
冒(

ウ
ツ
リ
ガ
イ

キ)

」
と
病
名
に
方
言
の
注
釈
を
付
け

注
意
喚
起
。
そ
の
記
述
か
ら
は
、
現
在

と
同
じ
よ
う
に
隔
離
や
飛
沫
感
染
防

止
の
措
置
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。 

ネットより 

 



一
、
児
童
の
身
体
に
少
し
で
も
怪
し

い
と
思
わ
れ
る
様
子(

頭
痛
・
発

熱)
が
見
え
た
ら
、早
く
医
者
に

見
て
も
ら
う
こ
と 

一
、
誰
で
も
此
の
感
冒
に
か
か
れ
ば
、

別
の
室
に
寝
さ
せ
、
鼻
汁
や
痰
を

能
く
消
毒
す
る
こ
と 

一
、
病
人
の
咳
く
時
は
、
唾
が
他
人

に
か
か
ら
ぬ
様
に
す
る
こ
と 

旧
藤
橋
村(

現
在
の
揖
斐
郡
揖
斐
川

町)

の
村
史
に
は
「
東
西
横
山
で
も
亡

く
な
る
人
が
あ
り
、
殊
に
発
電
所
工
事

中
で
人
口
も
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
い
て

工
事
人
夫
の
死
亡
者
も
」
と
密
集
の
影

響
を
う
か
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

い
っ
た
ん
落
ち
着
い
た
も
の
の
、

「
向
寒
の
候
に
及
び
て
神
奈
川
、
三
重
、

岐
阜
、
佐
賀
、
熊
本
、
愛
媛
等
に
流
行

再
燃
の
報
あ
り
」(

内
務
省
報
告)

と
し

て
、
大
正
八
年
十
月
下
旬
か
ら
九
年
六

月
の
第
二
波
で
一
四
〇
九
人
、
十
年
一

月
か
ら
六
月
の
第
三
波
で
七
八
人
が

そ
れ
ぞ
れ
県
内
で
死
亡
。
終
息
ま
で
に

実
に
二
年
半
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。 

・
・
・
・
・
県
内
死
者
の
総
数
八
四

八
五
人
は
濃
尾
地
震(

明
治
二
四
年)

の
全
国
の
犠
牲
者
数
七
二
七
三
人
を

超
え
て
い
る
。 

内
務
省
報
告
書
の
古
書
を
入
手
し

た
国
立
病
院
機
構
仙
台
医
療
セ
ン
タ

ー
の
西
村
秀
一
ウ
イ
ル
ス
セ
ン
タ
ー

長
は
「
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
ヘ
の
対
処
は

今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
集
団
免
疫
が
形
成

さ
れ
終
息
し
た
が
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
で

は
国
民
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
免
疫
を
持

っ
て
お
ら
ず
、
い
っ
と
き
収
ま
っ
て
も

流
行
は
ま
た
勃
発
す
る
」
と
警
鐘
を
な

ら
す
。 

そ
の
上
で
、
「
マ
ス
ク
」
を
着
用
は

効
い
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
、
次
に
や

っ
て
く
る
流
行
で
も
今
回
学
ん
だ
対

処
を
き
ち
ん
と
や
れ
ば
、
光
は
見
え
て

く
る
。
ウ
イ
ル
ス
を
正
し
く
恐
れ
、
助

け
合
っ
て
長
期
戦
を
戦
う
こ
と
だ
」
と

指
摘
し
て
い
る
。 

当
山
の
過
去
帳
か
ら
見
る
と
、
大
正

七
年
五
人
、
八
年
六
人
、
九
年
十
四
人
、

十
年
九
人
と
確
か
に
多
く
、
九
年
以
降

は
第
二
波
と
思
わ
れ
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
免
疫
が
形
成
さ

れ
る
ま
で
は
、
コ
ロ
ナ
時
代
の
「
新
た

な
日
常
」
を
模
索
し
て
、
従
来
と
異
な

っ
た
生
活
様
式
へ
の
転
換
が
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
年
か
二
年

か
、
我
慢
の
生
活
で
あ
る
。 

お
庫
裏
の
ツ
ブ
ヤ
キ 

「
ド
ク
ダ
ミ 

パ
ワ
ー
」 

左
手
の
薬
指
に
モ
ゾ
モ
ゾ
っ
と
感
じ
た
途

端
に
、
シ
カ-

と
痛
み
が
走
っ
た
。
慌
て
て
布

団
を
撥
ね
の
け
る
と
、
大
き
な
百
足
が
。
左

手
の
薬
指
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
腫
れ
上
が

り
、
ジ
ン
ジ
ン
と
痛
む
。 

時
刻
は
、
朝
五
時
。
噛
ま
れ
た
傷
口
を
摘

ま
ん
で
毒
を
縛
り
出
す
よ
う
に
し
て
か
ら
、

ド
ク
ダ
ミ
を
摘
ん
で
ラ
ッ
プ
に
挟
み
込
み
、

擂
り
粉
木
で
ド
ン
ド
ン
と
叩
い
て
潰
し
、
潰

れ
た
物
を
指
に
巻
き
付
け
た
。
心
無
し
か
痛

み
が
和
ら
い
だ
よ
う
な
気
が
し
た
。 

 

生
憎
、
医
者
は
休
み
。
仕
方
な
く
二
日
間

ド
ク
ダ
ミ
湿
布
を
続
け
、腫
れ
は
ひ
い
た
が
、

ま
だ
熱
が
あ
っ
た
の
で
熱
冷
シ
ー
ト
を
巻
き

付
け
て
、
や
っ
と
治
ま
っ
た
。 

 

な
ぜ
、ド
ク
ダ
ミ
を
使
っ
た
か
と
い
う
と
、

以
前
「
知
恵
袋
」
と
い
う
本
に
、
虫
刺
さ
れ

に
は
、
ド
ク
ダ
ミ
の
汁
が
効
く
と
あ
っ
た
の

を
思
い
出
し
た
か
ら
だ
。
い
わ
ゆ
る
民
間
療

法
と
い
う
も
の
だ
。
ヨ
モ
ギ
や
ユ
キ
ノ
シ
タ

に
も
同
様
の
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
今
の
よ

う
な
多
く
の
薬
が
な
か
っ
た
時
代
に
は
、

人
々
は
治
療
に
薬
草
を
役
立
て
て
い
た
の
だ
。

改
め
て
、
先
人
の
知
恵
の
素
晴
ら
し
さ
を
知

っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、

傷
口
の
痒
い
こ
と
痒
い
こ
と
。 

《
合
掌
》 


