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「
歎
異
抄
」

第
十
三
章
　
続
き

そ
の
か
み
邪
見

じ
ゃ
け
ん

に
お
ち
た
る
ひ
と
あ
っ

て
、
悪
を
つ
く
り
た
る
も
の
を
、
た
す
け

ん
と
い
う
願
に
て
ま
し
ま
せ
ば
と
て
、
わ

ざ
と
こ
の
み
て
悪
を
つ
く
り
て
、
往
生
の

業ご
う

と
す
べ
き
よ
し
を
い
い
て
、
よ
う
よ
う

に
、
あ
し
ざ
ま
な
る
こ
と
の
き
こ
え
そ
う

ら
い
し
と
き
、
御
消
息

ご
し
ょ
う
そ
く

に
、「
く
す
り
あ

れ
ば
と
て
、
毒
を
こ
の
む
べ
か
ら
ず
」
と
、

あ
そ
ば
さ
れ
て
そ
う
ろ
う
は
、
か
の
邪
執

じ
ゃ
し
ゅ
う

を
や
め
ん
が
た
め
な
り
。
ま
っ
た
く
、
悪

は
往
生
の
さ
わ
り
た
る
べ
し
と
に
は
あ
ら

ず
。「
持
戒
持
律

じ

か

い

じ

り

つ

に
て
の
み
本
願
を
信
ず

べ
く
は
、
わ
れ
ら
い
か
で
か
生
死

し
ょ
う
じ

を
は
な

る
べ
き
や
」
と
。
か
か
る
あ
さ
ま
し
き
身

も
、
本
願
に
あ
い
た
て
ま
つ
り
こ
そ
、
げ

に
ほ
こ
ら
れ
そ
う
ら
え
。
さ
れ
ば
と
て
、

身
に
そ
な
え
ざ
ら
ん
悪
業

あ
く
ご
う

は
、
よ
も
つ
く

ら
れ
そ
う
ら
わ
じ
も
の
を
。
ま
た
、「
う

み
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
、

世
を
わ
た
る
も
の
も
、
野
や
ま
に
、
し
し

を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、
い
の
ち
を
つ

ぐ
と
も
が
ら
も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、

田
畠

で
ん
ぱ
く

を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
も
、
た
だ

お
な
じ
こ
と
な
り
」
と
。

（
真
宗
聖
典
六
三
三
頁
〜
六
三
四
頁
）

悪
を
こ
の
む
と
い
う
こ
と
。
故
意
に
悪

を
し
て
そ
れ
を
往
生
の
業
と
す
る
。
こ
れ

は
ま
っ
た
く
の
邪
見
で
あ
る
。
悪
を
こ
の

ん
で
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
悪
を
畏
れ

る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
が
誤
解
を
招
い
て

混
乱
し
て
い
る
た
め
、
は
っ
き
り
と
水
際

を
立
て
て
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
我
々
の
身
に
付
い
て
い
る
煩
悩
具
足

と
罪
悪
深
重
と
い
う
悪
を
畏
れ
る
必
要
は

ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
は
本
願
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
願
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
こ
の
ん
で
悪
を
つ
く
る
と
い

う
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
戒
律
を
持
つ
こ

と
を
前
提
と
し
て
本
願
を
信
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

我
々
在
家
の
身
に
と
っ
て
、
戒
律
を
厳
格

に
守
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く

で
き
な
い
。
で
き
な
い
も
の
は
ど
う
し
た

ら
迷
い
か
ら
離
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
い
う
浅
ま
し
い
苦
業
の
我
が
身
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
宿
業
の
自
覚
と
い
う
も
の

が
、
救
い
の
根
本
と
し
て
本
願
に
遇
う
こ

と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
実
に
本
願
に
甘

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
甘
え
る

と
い
う
の
は
、
安
ん
じ
て
最
後
の
依
り
処

と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

当
時
は
、
貴
族
や
高
級
武
士
が
善
い
も

の
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ

り
、
農
民
や
漁
師
、
町
民
は
卑
し
い
職
業

だ
と
見
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
職

業
的
な
意
味
で
罪
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
貴
族

も
武
士
も
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
伊
達
や
粋
狂
で
狩
猟
を
し
た
り

魚
を
釣
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
。
職
業
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と
し
て
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で

生
き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
庶
民
の
職
業
生

活
の
中
に
こ
そ
、
救
い
が
実
践
さ
れ
る
の

が
浄
土
真
宗
だ
と
い
う
こ
と
を
顕
わ
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
を
み
て
、
宿

業
と
い
う
こ
と
は
、
善
悪
の
問
題
で
は
な

く
、
縁
に
よ
っ
て
受
け
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
自
覚

さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
云

わ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
自
覚
的
な
問

題
で
あ
る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住
職

釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く

修正会お斎の様子

子ども会 坊守の紙芝居

三
月
二
十
一
日（
月
）一
時
三
十
分 

厳
修
　
詳
細
は
三
頁 

春
季
彼
岸
会
法
要

春
季
彼
岸
会
法
要 

春
季
彼
岸
会
法
要

春
季
彼
岸
会
法
要 

春
季
彼
岸
会
法
要

春
季
彼
岸
会
法
要 

春
季
彼
岸
会
法
要 
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真
の
依
り
処 

真
の
依
り

真
の
依
り
処 

昨
年
の
夏
は
暑
く
、
こ
の
冬
は
大
雪

が
降
る
寒
い
冬
と
な
り
、
気
候
変
動
の

激
し
さ
を
実
感
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
現
象
は
チ
リ
沖
の
海
水
温
度
の

わ
ず
か
一
、
二
度
の
変
化
が
、
エ
ル
ニ

ー
ニ
ョ
、
あ
る
い
は
ラ
ニ
ー
ニ
ャ
現
象

と
し
て
現
わ
れ
、
偏
西
風
に
影
響
を
与

え
る
様
で
す
。
今
年
の
こ
の
大
雪
は
ラ

ニ
ー
ニ
ャ
現
象
に
よ
り
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山

か
ら
の
偏
西
風
が
少
し
変
化
し
て
、
日

本
列
島
に
寒
気
団
が
ま
と
も
に
、
日
本

海
よ
り
吹
き
つ
け
る
こ
と
の
気
象
現
象

と
の
こ
と
で
す
。

自
然
界
の
少
し
の
ズ
レ
、
変
化
が
大

き
く
現
わ
れ
、
実
感
と
し
て
体
感
す
る

こ
と
は
驚
く
ほ
ど
で
す
。

特
に
毎
年
感
ず
る
ズ
レ
は
、
太
陽
が

南
か
ら
戻
る
冬
至
よ
り
、
年
明
け
て
、

小
寒
、
大
寒
と
し
て
寒
さ
が
厳
し
く
な

る
現
象
で
す
。
太
陽
が
戻
る
な
ら
ば
す

ぐ
に
で
も
暖
か
く
な
れ
ば
と
思
う
の
で

す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
ズ
レ
て
現
わ

れ
る
こ
と
で
す
。今
回
は
こ
の「
ズ
レ
」、

「
揺ゆ

ら
ぎ
」
か
ら
、
文
字
、
言
葉
の
意

味
の
「
ズ
レ
」、「
揺
ら
ぎ
」
を
考
え
つ

つ
、「
人
間
」
の
存
在
に
つ
い
て
肉
迫

し
、
間
近
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま

す
。私

は
こ
の
と
こ
ろ
、「
お
の
ず
か
ら
」

と
、「
み
ず
か
ら
」
の
日
本
語
の
不
思

議
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
「
自
ら
」
と
漢
字
で
書
け
ば
、
ど
ち

ら
に
皆
さ
ん
は
読
む
で
し
ょ
う
か
。
あ

る
人
は
「
み
ず
か
ら
」
と
読
み
、
あ
る

人
は
「
お
の
ず
か
ら
」
と
読
む
で
し
ょ

う
。
大
変
な
違
い
で
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
と

こ
ろ
に
、
新
聞
の
広
告
欄
に
、「
お
の

ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
―
日
本
思

想
の
基
層
―
、
と
題
し
て
、
東
京
大
学

名
誉
教
授
の
竹
内
整
一
先
生
が
本
を
出

版
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
早
速
取
り

寄
せ
て
読
ん
で
感
動
い
た
し
ま
し
た
。

「
お
の
ず
か
ら
」
と
、「
み
ず
か
ら
」
の

「
あ
わ
い
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
「
あ
わ
い
」
は
「
淡あ

わ

い
」
で

は
な
く
、「
間
あ
わ
い

」（
旧
字
は
　
）
と
い
う

意
味
で
あ
り
ま
し
た
。
広
辞
苑
に
、
物

と
物
、
時
と
時
の
あ
い
だ
、
す
き
ま
、

あ
い
ま
。
又
、
人
と
人
と
の
組
み
合
せ
、

人
間
関
係
、
間
柄
と
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
「
あ
わ
い
」
が
日
本
人
の
思
想
の
根

底
に
基
層
と
し
て
、
意
識
、
無
意
識
に

用は
た
らい
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

私
が
仏
法
的
に
解
釈
す
れ
ば
、「
お
の

ず
か
ら
」
は
「
法
」（
阿
弥
陀
）、「
み

ず
か
ら
」
は
「
機
」（
自
己
自
身
）、

「
あ
わ
い
」
は
「
出
遇

で

あ

う
」（
如
来
と
自

己
が
値
遇

ち
ぐ
う

す
る
）
と
頂
け
ま
す
。
こ
れ

こ
そ
、「
浄
土
門
」
の
中
の
「
浄
土
真

宗
」
で
は
な
い
か
、
と
驚
き
、
感
動
い

た
し
ま
し
た
。
門
構
え
に
月
と
日
も
面

白
い
。「
人
間
」
の
文
字
の
由
来
は
恐

ら
く
、「
天
と
地
と
の
間
」
の
存
在
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
。
仏
法
で

は
「
六
道
」
を
説
く
中
に
、「
地
獄
、

餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
、
天
」
と
あ

り
、「
修
羅
と
天
」
の
「
間

あ
い
だ

」
に
「
人
」

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

人
間
は
こ
の
六
道
の
間
を
彷
徨

さ
ま
よ

う
て
、

迷
っ
て
、
へ
め
ぐ
っ
て
い
る
も
の
で
し

ょ
う
。
人
間
は
間
柄
的
存
在
と
も
い
わ

れ
ま
す
。
大
い
な
る
も
の
、「
如
来
」

と
、
愚
か
な
も
の
、「
私
」
と
の
遭
遇

そ
う
ぐ
う

す
る
存
在
が
「
人
間
」
と
い
う
間

あ
い
だ

の
存

在
な
の
で
し
ょ
う
。

も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
表
現
す
れ
ば

間あ
わ
いと

し
て
、
物
も
人
も
、
否
、
一
切
自

然
界
、
否
、
宇
宙
の
存
在
ま
で
間
柄
と

し
て
仰
ぐ
こ
と
が
出
来
ま
す
。
経
典
に

「
人
非
人

に
ん
ぴ
に
ん

」
と
あ
り
誠
に
不
思
議
で
す
。

平成23年2月18日（2）第49号 や　す　ら　ぎ

聞
法
と
は
私
の「
考
え
」の

物
差
し
が
教
え
に
よ
っ

て
問
い
返
さ
れ
る
こ
と 

池
田
　
勇
諦 

（『
真
宗
の
実
践
』） 

も
ん
ぽ
う 

あ
な
た
今
の
ま
ま
で
い
い
の
で
す

か
？幸

せ
で
す
か
、
楽
し
い
で
す
か
、

不
満
あ
り
ま
せ
ん
か
、
愚
痴
も
出
ま

せ
ん
か
と
我
に
深
く
聞
い
て
み
る
と

皆
様
一
人
一
人
の
思
い
が
出
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

人
が
人
を
思
う
心
、
そ
れ
が
愛
で

し
ょ
う
。
人
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
ま

せ
ん
。
人
は
人
生
と
い
う
道
を
つ
く
り

ま
す
。
た
だ
自
分
が
体
験
し
た
少
し
ば

か
り
の
経
験
を
も
と
に
自
分
の
都
合

で
善
悪
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
六
道
輪
廻

し
、地
獄
に
お
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
め
ん
な
さ
い
、

許
し
て
下
さ
い
阿
弥
陀
様
と
お
念
佛

せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
健
康
で
働

け
る
環
境
に
あ
る
方
も
安
心
ば
か
り

し
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。一
寸
先
闇
で
す
。

不
安
な
く
て
生
き
て
い
る
人
も
い
や

で
も
最
後
は
死
の
不
安
が
あ
り
ま
す
。

自
分
の
死
に
直
面
す
る
の
で
す
。
そ
の

死
の
不
安
を
乗
り
越
え
て
安
心
の
浄

土
の
世
界
を
聞
法
に
よ
っ
て
感
動
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

岡
田
ノ
リ
子
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昨
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
群
馬
県
に
あ

る
児
童
相
談
所
に
ラ
ン
ド
セ
ル
が
届
け

ら
れ
た
こ
と
か
ら
端
を
発
し
て
、
全
国

各
地
の
児
童
養
護
施
設
な
ど
に
ラ
ン
ド

セ
ル
や
現
金
な
ど
が
届
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
届
け

主
は
漫
画
「
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
」
の
主

人
公
と
同
じ
「
伊
達
直
人
」
と
名
乗
り
、

「
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
現
象
」
と
称
さ
れ
て

社
会
現
象
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
こ

の
話
題
で
テ
レ
ビ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

は
「
こ
の
よ
う
な
善
意
の
輪
が
ど
ん
ど

ん
広
が
っ
て
い
く
と
日
本
は
良
い
。
キ

ッ
カ
ケ
さ
え
あ
れ
ば
日
本
人
は
善
行
を

す
る
も
の
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
喩
え
と
し
て
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に

入
れ
た
水
を
ゆ
っ
く
り
冷
や
し
た
も
の

に
衝
撃
を
与
え
る
と
み
る
み
る
う
ち
に

凍
っ
て
い
く
、「
過
冷
却
」
の
現
象
の
よ

う
だ
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

私
は
こ
の
「
キ
ッ
カ
ケ
さ
え
あ
れ
ば
」

と
い
う
言
葉
が
妙
に
頭
に
残
り
、
ま
た
、

「
過
冷
却
」
の
現
象
が
「
お
念
仏
の
広
が

り
（
真
宗
興
隆
）」
と
結
び
つ
か
な
い
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
咄
嗟
に
思
い
ま

し
た
。「
人
生
の
悲
哀
」
に
遭
う
こ
と
は

お
念
仏
申
す
大
き
な
キ
ッ
カ
ケ
で
あ
り
、

「
教
え
」
が
あ
り
、「
教
え
を
聞
く
場
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
過
冷
却
」
現

象
が
起
こ
る
と
思
え
る
の
で
す
が
、
現

実
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。『
歎
異
抄
』（
後
序
）
で
親
鸞
聖
人

は
「
弥
陀

み

だ

の
五
劫
思

ご
こ
う
し

惟ゆ
い

の
願が

ん

を
よ
く
よ

く
案
ず
れ
ば
、
親
鸞

し
ん
ら
ん

一
人

い
ち
に
ん

が
た
め
な
り

け
り
」
と
御
述
懐
さ
れ
て
お
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
一
人

い
ち
に
ん

と
い
う
こ
と
、
私

わ
た
し

一
人

い
ち
に
ん

の
た
め
に
弥
陀
の
本
願
が
説
か
れ

て
い
た
と
頷
か
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と

感
じ
て
い
ま
す
。

亡
き
人
を
偲
び
つ
つ
ご
一
緒
に
お
念

仏
し
ま
し
ょ
う
。
副
住
職
（
釈
徹
照
）

ひと 

くち 

羅漢：浄土門
じょうどもん

のさとりとは。

「今生
こんじょう

に本願を信じて、かの土
ど

に

てさとりをばひらく。」第十五章

浄土真宗
じょうどしんしゅう

の教えは、人間の価値観を
翻した処

ところ

、即
すなわ

ちかの土
ど

のさとり。
川越喜多院の五百羅漢

ひるがえ

三輪さんの絵本の朗読

子ども会　焼き芋とけんちん汁

焼き芋まだかなあ

お
彼
岸 

お
彼
岸 

春季 
彼岸会法要 

彼岸参り 

・3月21日（月）春分の日 
・午後1時30分 
　　　　　～3時30分まで 
　　　　　　　（1時受付） 
・光照寺本堂にて 
・勤行・法話 

・3月18日（金） 
　　　　～24日（木）の期間 
　　　　（但し21日は除く） 

※準備の都合上、出席人数をご連絡下さい。 
　預骨されている方は率先してお参り下
さい。 
　ご参詣をお待ちしております。 

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。時
間につきましてはこちらで調整させて
頂きます。ご自宅か当寺のいずれかで
読経いたします。 
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法
要
の
ご
案
内

春
季
彼
岸
会
法
要

三
月
二
十
一
日（
月
）、
午
後
一
時
三
十

分
よ
り
厳
修
。

光
照
寺
護
持
会

会
員
の
方
は
護
持
会
費
の
納
入
を
お
願

い
致
し
ま
す
。
又
、随
時
新
会
員
受
付

中
。別
紙
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

毎
月
開
催
。午
後
一
時
半
〜
四
時
半
ま

で
。講
師
は
櫟
暁
先
生
。和
讃
を
学
ん
で

い
ま
す
。日
程
は
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

大
経
の
会

二
月
六
日
、三
月
十
三
日
、四
月
十
一
日
、

五
月
三
十
日
、午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま

で
。細
川
巌
著
正
信
偈
讃
仰（
四
）を
学
ん

で
い
ま
す
。お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

我
聞
の
会

二
月
十
五
日
、三
月
四
日
、四
月
十
九
日
、

五
月
十
二
日
、午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。

真
宗
の
簡
要
を
学
ん
で
い
ま
す
。講
師

は
住
職
。

微
風
学
舎

毎
月
開
催
。午
後
七
時
〜
九
時
ま
で
。講

師
は
副
住
職
。「
顕
浄
土
」の
教
学
を
学
ん

で
い
ま
す
。日
程
は
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌

法
要
参
拝
。

三
月
二
十
五
日
〜
二
十
七
日
。

�
澤
　
光
昭

雪
だ
る
ま
溶
け
て
目
鼻
の
炭す

み

三
っ

何
よ
り
の
馳
走
と
な
り
し
炬
燵
か
な

も
う
慣
れ
し
夫つ

ま

の
つ
ま
み
の
海
鼠

な
ま
こ

切
る

西
木
　
順
子

冬
木
春
ま
で
わ
れ
は
一
夜
の
眠
り
か
な

絮わ
た

か
虫
か
宙
を
わ
た
れ
り
冬
薔
薇

ふ
ゆ
そ
う
び

霜
の
棘と

げ

き
ら
き
ら
ほ
う
れ
ん
そ
う
緑

花
岡
　
　
要

赤
切
れ
の
我
が
手
の
指
よ
年
暮
る
る

信
濃
よ
り
歳
暮
の
味
噌
の
届
き
け
り

う
と
う
と
と
生
死
の
外
や
日
向
ぼ
こ

河
野
　
日
出
子

冬
木
立
地
に
舞
ふ
枯
葉

こ

ば

の
淋
し
げ
な

包
み
て
よ
来
し
方
悲
喜
を
歳
暮

く

れ

の
月

南
天
の
赤
き
実
き
ら
り
軒
日
陰

小ち

さ
き
頭ず

を
傾
げ
て
目
白
何
思
ふ

紅
梅
も
�ろ
う

梅
も
咲
き
春
隣
り江

部
　
良
吉

大
寒
や
合
掌
念
佛
ひ
た
す
ら
に

牛
舎
跡
う
ご
く
形
に
雪
積
り

地
震

な

へ

の
地
の
生
活

た
つ
き

た
し
か
に
雪
ね
ぶ
り

（
雪
ね
ぶ
り→

春
先
の
陽
気
に
よ
っ
て

で
る
も
や
）

古
里
の
雪
踏
む
音
を
連
れ
て
来
し

風
花
の
こ
ち
へ
こ
ち
へ
と
弥
陀
の
橋

釈
　
　
義
深

窮
し
て
も
通
じ
ま
し
た
よ
皆
の
衆

喉
も
と
を
過
ぎ
た
ら
元
の
地
金
で
る

お
浄
土
を
南
無
阿
弥
陀
仏
願
い
ま
す

佐
々
木
玄
吾

速
歩
き
ス
キ
ッ
プ
歩
き
と
り
ま
ぜ
て
風
邪

の
予
防
に
公
園
歩
く

免
疫
力
ア
ッ
プ
め
ざ
し
て
五
千
歩
を
歩
け

ば
フ
ァ
イ
ト
内
か
ら
お
こ
る佐

藤
　
セ
ツ
子

挽
歌
（
故
人
を
哀
悼
す
る
歌
）

孫
達
の
創
り
く
れ
た
る
折
り
紙
の
鶴
に
埋

も
れ
て
息
子
は
逝
き
し

折
り
づ
る
に
埋
も
る
る
顔
は
冷
た
か
り
ゆ

っ
く
り
ゆ
っ
く
り
な
で
つ
つ
お
れ
ば

は
ら
か
ら
の
集
い
て
法
要
進
み
ゆ
く
若
く

逝
き
た
る
君
を
惜
し
み
て

朝
夕
を
亡
き
子
の
為
に
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ

る
夫
に
香
り
ま
つ
わ
る

「
悲
し
い
歌
ば
っ
か
り
で
す
ね
」
と
友
は

言
う
寂
し
さ
胸
に
日
々
生
き
ゆ
か
む

河
野
　
日
出
子

冠
雪
の
気
高
き
富
士
を
望
む
時
わ
が
子
よ

生
き
て
ほ
し
か
っ
た

マ
フ
ラ
ー
に
身
に
染
む
風
を
包
み
入
れ
春

が
来
る
ま
で
遊
ば
せ
よ
う
か

人
の
世
の
幾
多
の
憂
い
な
か
り
せ
ば
冴
え

澄
み
渡
る
冬
空
の
如
　
憂
い
あ
り
て
な
お

人
の
世
は
楽
し
か
ら
ず
や

篠
原
　
潤
子

ビ
ル
の
谷
間
真
昼
の
半
月
ポ
ツ
リ
ン
と
た

ん
だ
だ
ま
ー
っ
て
白
く
輝
く

鼻
の
穴
下
を
む
い
て
る
鼻
の
穴
ド
シ
ャ
ブ

リ
の
雨
入
ら
ぬ
鼻
穴

素
の
自
分
う
た
ぐ
り
深
い
ウ
ソ
つ
か
な
い

あ
る
が
ま
ま
に
だ
こ
れ
で
い
い
の
だ

お
正
月
布
団
が
足
り
ず
銀
色
の
キ
ャ
ン
プ

シ
ー
ト
に
雑
魚
寝
す
る
我

嫌
な
こ
と
お
き
れ
ば
自
分
を
か
え
り
み
て

自
分
が
悪
い
と
思
え
れ
ば
ナ
ァ
…

捨
て
さ
れ
ぬ
認
め
ら
れ
た
い
そ
の
コ
コ
ロ

自
己
顕
示
欲
の
塊
の
わ
れ

絵
手
紙
が
メ
ー
ル
や
電
話
よ
り
も
な
お
う

れ
し
い
と
言
う
片
麻
痺
の
女
性

―
寺
務
所
よ
り
― 

光
照
寺
二
〇
周
年
の
記
念
す
べ
き

報
恩
講
が
終
わ
り
、
今
年
は
親
鸞
聖

人
七
五
〇
回
御
遠
忌
を
迎
え
る
節
目

の
年
と
な
る
。
近
年
、
政
治
も
経
済

も
不
透
明
感
が
漂
い
、「
生
き
づ
ら

い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
。
家
庭
か

ら
国
家
間
に
至
る
ま
で
損
得
、
勝
ち

負
け
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス

の
二
極
で
物
事
を
見
て
心
が
休
ま
ら

な
い
。
努
力
し
て
上
手
く
い
け
ば
い

い
が
、
結
果
が
思
う
よ
う
に
な
る
と

は
限
ら
な
い
。
自
分
が
良
い
と
思
っ

た
行
為
が
自
分
以
外
の
も
の
に
と
っ

て
必
ず
し
も
快
い
と
は
限
ら
な
い
。

思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
の
が
現
実
で

あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
誰
も
が
本
当

の
も
の
を
心
の
奥
底
で
求
め
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
山
へ
の
参
拝
、
聞
法
会
と
集
う

機
会
が
た
く
さ
ん
用
意
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
こ
そ
好
機
で
あ
る
。
多
く

の
朋
友
と
出
会
い
共
に
語
り
合
い
、

法
を
訪
ね
る
中
で
見
え
て
く
る
世
界

が
あ
る
。
命
と
は
、
自
己
と
は
な
に

か
。
本
当
の
も
の
を
求
め
、
問
う
て

み
よ
う
。

合
掌

釈
尼

雅
亮 花岡　要　画

（
詩
） 

つ
く

つ
ど

お

すい
や

ひ
　
と

か
た
ま
り

い

う

・

・
・
・

・

・
・
・
・
・
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