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領  綱 

一 

私
逹󠄁
は
明󠄁
德
を
明󠄁
ら
か
に
し
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
國
家
の
鎭
護
と
な
り
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
大
和
世
界
を
建󠄁
設
し
ま
す 

第４號 

月󠄁 1 回 發 行 

ひの心を繼ぐ會 

〒791-0510 

住󠄁所󠄁:愛媛󠄁縣西條市 

丹原町丹原 50-1 

 

 
 

神
道󠄁
（
二
） 

（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
） 

 
 

 
 

 
 

竹
葉 

秀
雄 

  
 

 

古
事
記 

は
じ
め
に
（
二
） 

 
 

 
 

見
識
を
も
て 

  

も
と
は
「
ふ
る
こ
と
ぶ
み
」
と
讀よ

ま
れ
て
ゐ
た
か
と
も
思
は
れ
る
。 

 

古
事
記
編󠄁
纂

へ
ん
さ
ん

の
動
機
は
、
四
〇
代
天
武
天
皇
の
修
史󠄁
の
御
計
畫

ご

け

い
か

く

に
基
く
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
序
文󠄁
に
明󠄁
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
出
來
上
つ
た
の
は
、
三

十
七
年
を
經
た
四
十
三
代
元
明󠄁
天
皇
（
天
武
天
皇
の
皇
太
子
草
壁
皇
子

く
さ
か
べ
の
み
こ

の
妃
で

あ
つ
た
方
）
の
和
銅
五
年
（
皇
紀
一
三
七
二
年
）
の
正
月󠄁
二
十
八
日
で
あ
る
。
元

明󠄁
天
皇
が
太
安
萬
侶
に
古
事
記
撰
進󠄁
の
詔
を
下
さ
れ
た
の
が
和
銅
四
年
の
九
月󠄁

十
八
日
で
あ
る
か
ら
僅
か
四
カ
月󠄁
と
十
日
で
撰
し
て
上
納󠄁
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
天
武
天
皇
が
稗
田
阿
禮

ひ

え

だ

の

あ

れ

の
二
十
八
歲
の
時
に
敕

ち
ょ
く

し
て
帝󠄁
皇
の
日
嗣
及󠄁
先

代
の
舊
辭

き
ゅ
う
じ

を
誦
み
習󠄁
は
せ
て
ゐ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
卽
ち
、
そ
の
序
文󠄁
で
見

る
や
う
に
、
天
武
天
皇
は
「
朕󠄂
聞
く
諸
家
の
賷も

た

（

齎
も
た
ら
す

）
る
所󠄁
の
帝󠄁
紀
及󠄁
本
辭
、

既
に
正
實
に
違󠄂た

が

ひ
、
多
く
虛
僞
を
加
ふ
と
。
今
の
時
に
當
り
て
、
其
の
失
を
改
め

ざ
れ
ば
、
未
だ
幾
年
を
經
ず
し
て
、
其
旨
滅
び
な
ん
と
す
。
斯
れ
乃
ち
邦
家
の
經

緯
、
王
化󠄁
の
鴻
基

こ

う

き

な
り
。
故か

れ
惟こ

れ
帝󠄁
紀
を
撰
錄

せ
ん
ろ
く

し
、
舊
辭

き
ゅ
う
じ

を
討
覈

と
う
か
く

し
、

僞
い
つ
わ
り

を

削󠄁
り
實
を
定
め
て
後
葉
に
流

つ
た
え

ん
と
欲
す
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
舍
人

と

ね

り

有
り
。
姓
は 

 

稗
田

ひ

え

だ

名
は
阿
禮

あ

れ

、
年
は
是
れ
二
十
八
、
人
と
爲
り
聰
明󠄁

そ
う
め
い

に
し
て
、
目
に
度わ

た

れ
ば
口
に
誦
み
、
耳
に

拂ふ
る

れ
ば
心
に
勒し

る

す
。
卽
ち
阿
禮
に
敕
語

ち
ょ
く
ご

し
て
、
帝󠄁
紀
の
日
繼
、
及󠄁
び
先
代
の
舊
辭

き
ゅ
う
じ

を
誦
み
習󠄁
は
令

め
た
ま
ひ
ぬ
。
然
れ
ど
も
運󠄁
移
り
世
異
り
て
、
未
だ
其
事
を
行
は
ざ
り
き
。
」
で
見
る
や
う
に
天

武
天
皇
は
、
諸
家
に
傳
へ
る
と
こ
ろ
の
史󠄁
籍
に
は
虛
僞
や
誤󠄁
傳

ご

で

ん

が
多
く
あ
り
、
益
々
古
傳
を
私
に

改
竄

か
い
ざ
ん

し
、
或
は
尾
鰭

お

ひ

れ

を
附
け
て
、
自
家
の
來
歷

ら
い
れ
き

を
飾󠄁
ら
ん
と
す
る
傾
向
に
あ
つ
た
の
で
、
今
に
於

て
正
實
な
る
國
史󠄁
を
撰
錄
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
幾
年
を
經
ず
し
て
、
正
し
い
旨
が
滅
び
る
だ

ら
う
と
深
く
憂
へ
ら
れ
て
、
修
史
の
事
業
を
仰
せ
出
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
御
計
畫
に
は

二
つ
あ
つ
た
。
そ
の
一
つ
が
「
古
事
記
」
で
あ
る
。 

 

こ
の
古
事
記
は
、
天
武
天
皇
御
親
ら
「
帝󠄁
王
の
日
繼
」
及󠄁
び
「
先
代
の
舊
辭
」
を
取
り
ま
と
め
、

取
捨󠄁
選󠄁
擇

し
ゅ
し
ゃ
せ
ん
た
く

せ
ら
れ
て
、
舍
人
稗
田
阿
禮

と

ね

り

ひ

え

だ

の

あ

れ

に
敕
語

か

た

り
傳つ

た

へ
給
ひ
、
之
を
全󠄁
部
暗󠄁
誦
す
る
や
う
に
御
下

命
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
文󠄁
字
の
充
分󠄁
發
逹󠄁
し
て
ゐ
な
い
古
は
、
古
語
拾
遺󠄁
の
卷
頭
に
「
蓋け

だ

し
聞

く
、
上
古
の
世
、
未
だ
文󠄁
字
有
ら
ず
、
貴
賤
老
少
、
口
々
に
相
傳
へ
、
前󠄁
言
往󠄁
行
、
存
し
て
忘󠄁
れ

ず
」
と
有
る
や
う
に
、
所󠄁
謂

い

わ

ゆ

る
「
口
碑
」
に
依
つ
て
殘
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
ど
こ
の
國
の
古
傳

も
同
樣
で
あ
る
が
、
わ
が
國
に
は
上
古
に
「
語
部

か
た
り
べ

」
と
言
ふ
部
族
が
あ
つ
て
、
神
代
以
來
の
古
事

を
語
り
傳
へ
る
事
を
職
と
し
た
。
現
在
で
も
文󠄁
字
を
知
ら
な
い
老
人
の
中
に
、
實
に
記
憶
の
確

か
な
人
を
み
る
が
、
昔
は
尙
更󠄁
の
こ
と
で
、
文󠄁
字
に
賴
つ
て
ゐ
る
現
代
人
で
は
想
像
も
つ
か
な

い
程󠄁
の
記
憶
力
暗󠄁
誦
力
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
稗
田
阿
禮
は
そ
の
中
で
も
最
も
優
れ
て
ゐ

た
人
物
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。 

 



  
 

~ 2 ~ 
 

月󠄁報「ひ」               平󠄁成󠄁 30 年７月󠄁 2５日發行 第４號 

  

天
武
天
皇
は
、
古
事
記
撰
錄
の
志
を
遂󠄂
げ
ず
し
て
崩󠄁
御
な
さ
れ
た
。
こ
の
志
を
繼
が
れ

た
の
が
元
明󠄁
天
皇
で
、
同
じ
く
序
文󠄁
に
「
焉こ

こ

に
舊
辭
の
誤󠄁

あ
や
ま

り
忤た

が

へ
る
を
惜
み
、
先
紀
の
謬

あ
や
ま

り
錯ま

が

れ
る
を
正
さ
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月󠄁
十
八
日
を
以
て
、
臣
安
萬
侶

し

ん

や

す

ま

ろ

に
詔
し
て
、

稗
田
阿
禮
が
誦
む
所󠄁
の
敕
語
の
舊
辭
を
撰
錄
し
て
、
以
て
獻
上

け
ん
じ
ょ
う

せ
よ
と
の
た
ま
へ
り
。
」
と

あ
る
や
う
に
、
古
傳
承

こ
で
ん
し
ょ
う

を
尊󠄁
重
さ
れ
、
安
萬
侶
に
命
じ
て
、
稗
田
阿
禮
が
、
天
武
天
皇
の
敕

命
に
よ
つ
て
誦
み
習󠄁
つ
た
舊
辭―

卽
ち
前󠄁
記
し
た
天
武
天
皇
御
親
ら
取
捨󠄁
整
理
さ
れ
た
古

傳
承―

を
撰
錄
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
明󠄁
天
皇
は
、
稗
田
阿
禮
も
す
で
に
齡
老
い

て
（
六
十
五
歲
に
逹󠄁
し
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
）
い
つ
卒
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
恐󠄁

れ
て
ゐ
ら
れ
た
か
と
も
思
は
れ
る
。
か
く
し
て
博
士
太
安
萬
侶
の
努
力
に
よ
つ
て
神
書
古

事
記
三
卷
は
出
來
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
以
下
次󠄁
號
） 

      

  

       

  

第
一
章 

農
の
哲
學
的󠄁
考
察 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

菅
原 

兵
治 

  

我
、
何
處

ど

こ

に
行
く
べ
き
か
？ 

 

南
せ
ん
と
欲
す
る
か
、
將ま

た
北
せ
ん
と
欲
す
る
か
。
こ
れ
が
は
つ
き
り
と
定
ま
ら
ず
に
、

汽
車
に
乘
つ
た
方
が
よ
い
、
電
車
に
乘
つ
た
方
が
よ
い
、
い
や
自
動
車
を
飛
ば
し
た
方
が

よ
い
、
自
轉
車

じ

て

ん
し

ゃ

を
踏
ん
だ
方
が
よ
い
と
、
乘
物
の
硏
究
だ
け
に
血
迷󠄁
つ
て
ゐ
る
の
が
、
從

來
の
農
村
問
題
硏
究
の
狀
態
で
は
な
か
つ
た
か
。
換
言
す
れ
ば
、
農
村
指
導󠄁
の
方
法
論
的󠄁

硏
究
に
は
相
當
熱
心
に
努
力
し
て
來
た
が
、
目
的󠄁
論
的󠄁
硏
究
に
缺か

け
て
ゐ
た
。
經
濟
的󠄁
乃
至

な

い

し

は
政
策
的󠄁
硏
究
は
あ
つ
た
が
、
哲
學
的󠄁
道󠄁
義
的󠄁
硏
究
が
無
か
つ
た
。
だ
か
ら
其
の
指
導󠄁
し

勸
奬

か
ん
し
ょ
う

す
る
處

と
こ
ろ

も
、
殆
ん
ど
方
便󠄁
的󠄁
・
功
利
的󠄁
で
、
目
先
の
金
に
な
る
こ
と
の
み
を
目
的󠄁
と

し
て
な
さ
れ
つ
つ
あ
つ
た
觀
が
す
る
。
か
く
て
一
體
農
村
を
何
處
に
連
れ
て
行
く
の
か
。 

 

農
村
何
處

ど

こ

に
行
く
べ
き
か
？ 

 

其
の
根
本
を
確
定
せ
ず
し
て
、
唯
乘
物
を
飛
ば
し
た
だ
け
で
は
、
走
れ
ば
走
る
程󠄁
、
目

的󠄁
地
よ
り
遠󠄁
ざ
か
つ
て
行
く
こ
と
す
ら
な
し
と
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。
古
人
も
「
本
立
つ
て
道󠄁

生
ず
」
と
い
ふ
が
、
私
は
本
章
に
於
て
、
先
づ
農
村
問
題
の
根
本
た
る
目
的󠄁
論
的󠄁
硏
究
を

述󠄁
べ
る
こ
と
と
す
る
。
其
の
爲
に
は
少
し
く
難
澁

な
ん
じ
ゅ
う

で
も
ど
う
し
て
も
一
通󠄁
り
硏
究
の
原
理

た
る
陰
陽
文󠄁
質
の
關
係
を
究
明󠄁
す
る
を
要󠄁
す
る
。 
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歸
農
の
意󠄁
義 

知
よ
り
信
へ 

～
觀
の
轉
換
～ 

 
 

 
 

 
 

三
浦 

夏
南 

  

祖
國
維
新
と
い
ふ
大
計
の
基
礎
を
固
め
る
に
は
一
族
の
再
建󠄁
、
鄕
土
自
治
の
復
活
が
歷

史󠄁
の
必
然
と
し
て
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
月󠄁
報
に
て
少
し
く
示
唆
し
て
き

た
。
そ
し
て
そ
の
出
發
點

し
ゅ
っ
ぱ
つ
て
ん

が
歸
農
に
あ
り
、
農
と
い
ふ
根
基
な
く
し
て
維
新
の
大
望󠄂
を
描

く
こ
と
は
、
近󠄁
代
人
の
儚
い
夢
に
過󠄁
ぎ
ぬ
と
い
ふ
事
實
を
確
認󠄁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
職
に
天
分󠄁
が
あ
り
、
各
々
が
自
ら
の
役
割󠄀
を
全󠄁
う
す
る
と
こ
ろ
に
維
新
の
大

業
が
あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
文󠄁
に
過󠄁
ぎ
、
繁
榮
の
內
に
頽
廢

た
い
は
い

し
つ
つ
あ
る

現
代
社
會
に
あ
つ
て
は
、
農
と
い
ふ
根
本
を
培
養󠄁
す
る
こ
と
が
急󠄁
務
で
あ
る
。
特
に
竹
葉

先
生
の
大
志
を
繼
承
し
、
三
閒
村
塾
の
大
業
を
復
活
せ
ん
と
す
る
我
々
に
於
て
は
第
一
に

着
手
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意󠄁
義
を
闡
明󠄁

せ
ん
め
い

す
べ
く
本
號
よ
り
幾
號
か
に
亙
つ
て
農
に

つ
い
て
考
へ
て
行
き
た
い 

 

一
般
的󠄁
に
は
農
業
は
⻝
料
生
產
の
一
面
だ
け
で
考
へ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
農
の
眞

意󠄁
義
は
多
面
的󠄁
且
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
要󠄁
素
が
有
機
的󠄁
に
働
い
て
を
り
、
生
命
的󠄁
で
あ
る
。
そ

の
活
物
を
一
擧
に
論
じ
切
ら
う
と
す
れ
ば
、
當
然
す
べ
て
の
要󠄁
素
が
錯
綜
し
、
論
點
が
明󠄁

確
に
な
ら
な
い
。
現
實
の
農
は
こ
こ
で
論
ず
る
全󠄁
て
の
要󠄁
素
が
相
卽
一
致
し
て
人
閒
の
現

實
の
營
み
と
な
つ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便󠄁
宜
的󠄁
に
焦
點
を
一
つ
に
絞󠄁
り
つ
つ

每
號
書
き
綴
つ
て
行
く
。 

 

萬
物
が
生
ま
れ
、
生
き
て
行
く
こ
と
は
神
代
よ
り
變か

は
ら
ぬ
天
地
の
大
經

た
い
け
い

で
あ
る
。
植

物
は
水
と
光
、
そ
し
て
大
地
の
養󠄁
分󠄁
を
頂
き
な
が
ら
そ
の
天
命
を
全󠄁
う
し
、
動
物
は
そ
の

植
物
の
命
に
育
ま
れ
生
活
を
送󠄁
つ
て
ゐ
る
。
人
も
ま
た
⻝
せ
ず
し
て
そ
の
生
を
養󠄁
う
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
に
と
つ
て
⻝
と
は
神
々
よ
り
生
ま
れ
出
で
し
命
を
養󠄁
う
も
の
で

あ
り
、
必
然
的󠄁
に
⻝
を
與
え
る
存
在
に
良
い
意󠄁
味
で
も
惡
い
意󠄁
味
で
も
隨
順

ず
い
じ
ゅ
ん

し
て
行
く
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
生
物
の
本
能
で
あ
り
、
水
の
高
い
所󠄁
よ
り
低
い
所󠄁
へ
と
流
れ
落
ち
る

が
如
き
自
然
の
攝
理

せ

つ

り

で
あ
る
。 

 

古
代
農
本
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
人
々
は
土
着
し
、
農
を
營
み
自
然
の
惠
み
に
生
か
さ

れ
て
來
た
。
自
ら
耕
し
、
作
物
を
⻝
す
る
。
そ
の
⻝
を
與
え
る
の
は
大
自
然
の
偉
力
で
あ

り
、
神
々
の
慈
愛
で
あ
る
。
直
接
自
然
よ
り
⻝
を
頂
い
た
人
々
は
生
活
の
實
感
と
し
て
神
々

の
神
德
を
敬
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
生
活
か
ら
は
自
然
に
神
々
に
祈
り
、
感
謝
す
る
祭
り

が
生
ま
れ
、
そ
の
根
本
的󠄁
人
生
觀
は
隨
神

ず
い
し
ん

を
至
上
の
も
の
と
觀
る
。
自
づ
か
ら
神
に
賴た

よ

り
、

從
う
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
對
し
て
現
代
商
本
の
錯
誤󠄁

さ

く

ご

の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
人
々
は
土
地
を
離
れ
て
都
市

に
集
合
し
、
土
に
觸ふ

れ
る
こ
と
な
く
、
貨󠄁
幣󠄁
に
よ
る
消󠄁
費
の
生
活
を
送󠄁
る
。
如
何
に
大
言

壯
語
を
吐
か
う
と
も
、
浮󠄁
世
の
沙
汰
は
金
次󠄁
第
。
先
づ
金
が
な
け
れ
ば
衣
⻝
に
事
を
缺か

く

次󠄁
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
然
と
人
の
閒
に
貨󠄁
幣󠄁
に
よ
る
流
通󠄁
が
先
立
ち
、
自
然
と
人
と

の
關
係
は
閒
接
的󠄁
に
な
る
。
哲
學
的󠄁
に
は
神
の
偉
大
、
農
の
恩
惠
も
知
り
得
よ
う
が
、
生

活
の
實
感
と
し
て
は
金
な
く
し
て
は
生
き
て
行
け
な
い
と
觀
る
。
自
づ
か
ら
拜
金
的󠄁
と
な

り
、
金
に
依
存
す
る
。 

 

社
會
の
形
態
が
如
何
に
あ
ら
う
と
も
、
自
然
が
根
本
で
、
人
の
働
き
が
あ
り
、
自
然
の

惠
み
を
⻝
し
て
人
が
生
き
る
事
に
變
は
り
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
生
活
の
實
感
と
し
て
は

大
き
な
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
微
妙
な
差
異
が
人
生
觀
の
大
き
な
差
異
と
な
り
、

人
生
觀
の
轉
換

て
ん
か
ん

が
現
實
世
界
の
轉
換
の
立
脚
點
で
あ
る
。
知
る
こ
と
よ
り
信
ず
る
こ
と
へ

の
飛
躍󠄁
で
あ
り
、
哲
學
的󠄁
思
辨
よ
り
生
活
的󠄁
信
仰
へ
の
大
轉
換
と
な
る
。
あ
ま
り
に
も
近󠄁

代
都
市
に
染
ま
り
過󠄁
ぎ
た
日
本
人
は
ど
う
し
て
も
こ
の
一
線
を
越
え
な
け
れ
ば
、
眞
の
立

志
を
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
は
な
い
か
。
竹
葉
秀
雄
先
生
が
靑
年
時
代
に
大
き
な
悟

り
を
開
か
れ
た
の
も
農
作
業
に
勵
ま
れ
て
ゐ
た
時
で
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
合
は
せ
て
切
に

思
ふ
の
で
あ
る
。 

 

幕
末
志
士
の
遺󠄁
文󠄁
を
拜
讀

は
い
ど
く

し
、
感
じ
て
ゐ
た
違󠄂
和
感
の
居
所󠄁
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
理
論
的󠄁
に
は
明󠄁
確
に
理
解
し
て
ゐ
て
も
志
士
逹󠄁
と
の
心
の
距󠄁
離
が
埋
ま
ら
な
い
。

そ
の
距󠄁
離
こ
そ
生
活
的󠄁
實
感
の
懸
隔
で
あ
る
。
生
活
に
密
着
し
た
信
仰
が
共
有
さ
れ
て
ゐ

な
い
か
ら
、
頭
で
分󠄁
か
つ
て
も
肚
で
飮
み
込󠄁
め
な
い
の
で
あ
る
。
理
窟
は
通󠄁
じ
て
も
純
情󠄁

は
通󠄁
は
な
い
。
立
志
は
あ
ら
ゆ
る
大
業
の
出
發
點
で
あ
り
、
そ
の
爲
に
は
生
活
そ
の
も
の

の
轉
換
が
必
要󠄁
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
言
ふ
歸
農
と
は
生
活
そ
の
も
の
が
農
に
歸
る
こ
と
で
あ
る
。
今
流
行
り
の
家
庭󠄁
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菜󠄁
園
で
は
な
い
。
生
活
そ
の
も
の
を
維
新
せ
ん
と
す
る
斷
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
ふ
は
易

い
が
行
ふ
は
難
い
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
社
會
が
近󠄁
代
化󠄁
さ
れ
て
ゐ
る
中
に
あ
つ
て
は
尙
更󠄁

で
あ
る
。
さ
ら
に
生
活
的󠄁
實
感
と
は
個
人
の
體
驗

た
い
け
ん

に
よ
る
感
動
と
言
つ
た
淺
い
も
の
で
は

な
い
。
吉
田
松󠄁
陰
先
生
で
言
へ
ば
、
吉
田
家
歷
代
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
來
た
生
活
と
そ
の

歷
史󠄁
を
背
景
と
し
た
實
感
で
あ
る
。
眞
實
の
意󠄁
味
で
の
歸
農
は
二
百
年
三
百
年
を
期󠄁
さ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
の
爲
に
は
先
號
に
も
書
い
た
一
族
の
確
立
と
祖
志
の
繼
承
が
確
實
に
行
は

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

實
は
農
は
一
族
確
立
の
基
盤
で
あ
り
、
家
族
を
結
び
合
は
せ
て
行
く
機
緣
と
も
な
る
の

で
あ
る
。
家
族
の
む
す
び
と
農
に
つ
い
て
は
次󠄁
號
に
て
書
か
う
と
思
ふ
。 

                         

 

  

★
活
動
報
吿 

・
七
月
一
日
（
日
）、
第
一
回
定
期
総
会
・
第
二
回
近
藤
美
佐
子
先
生
を
語
る
会 

・
七
月󠄁
二
十
四
日
（
火
）、
勉
强
會
『
農
士
道
』
を
開
催
。 

 

 

★
今
後
の
豫よ

定
て
い 

・
八
月
二
十
一
日
（
火
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

『
農
士
道󠄁
』」 

 
 

松󠄁
山
市
男
女
共
同
參
畫
推
進󠄁
セ
ン
タ
ー
☆
コ
ム
ズ
三
階
會
議
室
一―

二 

（
住󠄁
所󠄁
：
愛
媛󠄁
縣
松󠄁
山
市
三
番
町
六
丁
目
四―

二
〇
） 

 

・
八
月
二
十
八
日
（
火
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

『
土
居
清
良
』 

 
 

松󠄁
山
市
男
女
共
同
參
畫
推
進󠄁
セ
ン
タ
ー
☆
コ
ム
ズ
三
階
會
議
室
一―

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
住󠄁
所󠄁
：
愛
媛󠄁
縣
松󠄁
山
市
三
番
町
六
丁
目
四―

二
〇
） 

 

★
一

い
っ

燈
と
う

照
し
ょ
う

隅
ぐ
う 

萬
燈
照
國

ば
ん
と
う
し
ょ
う
こ
く 

 
 

ひ
の
心
を
繼
ぐ
會
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
兩
先
生
の
精
神
を
繼
承
し
、
發

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
會
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
圍

し
ゅ
う
い

の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈と

も

し
、
や
が
て
そ
れ
が
國
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と

を
願
ひ
、
活
動
を
行
つ
て
を
り
ま
す
。
皆
樣
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り

ま
す
や
う
、
宜
し
く
お
願
ひ
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

年
會
費 

・
一

般

會

員 

三
千
圓 

・
贊

助

會

員 

一
萬
圓 

・
特
別
贊
助
會
員 

三
萬
圓 

・
支

援

會

員 
一
萬
圓 

 


