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第
四
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士
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論 

 
 

   
  

菅
原 

兵
治 

～
第
四
節 

士
た
る
の
生
活
～ 

 

「
志
」
は
か
く
も
切
実
な
る
力
を
以
て
我
が
人
生
の
一
切
を
牽
引
し
統
制
す
る
。「
志
」
あ
る

に
よ
っ
て
始
め
て
人
生
の
次
か
ら
次
と
起
っ
て
来
る
諸
々
の
事
件
、
諸
々
の
欲
求
を
よ
く
統
制

し
組
織
し
て
乱
る
こ
と
な
く
、
全
体
の
調
和
と
生
長
と
を
来
さ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。 

  
  

三
軍
の
帥  

 

「
三
軍
も
其
の
帥
を
奪
う
べ
し
。
匹
夫
も
其
の
志
を
奪
う
べ
か
ら
ず
。―

論
語
、
子
罕
篇―

」
と

孔
子
も
い
う
て
い
る
が
、
真
に
「
志
」
は
人
生
に
於
け
る
「
帥
」
で
あ
る
。一
体
軍
隊
程
統
制
が
よ

く
取
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
其
の
軍
隊
の
組
織
を
見
る
と
、
統
大
将
（
帥
）
の
下

に
各
種
の
部
隊
長
が
居
り
、
其
の
下
に
多
数
の
兵
士
が
居
る
。
そ
し
て
其
等
の
各
部
分
が
統
帥

の
命
令
意
向
に
よ
っ
て
完
全
に
統
制
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
人
生
に
於
て
も
丁
度
之
に
同

じ
関
係
を
「
志
」
と
欲
求
と
の
間
に
於
て
見
得
る
。
次
か
ら
次
と
、
限
り
無
く
生
じ
来
る
欲
求

に
就
い
て
、
之
を
判
断
し
、
取
捨
し
て
、
常
に
人
生
全
体
に
統
制
あ
ら
し
む
る
指
導
力
が
即
ち

「
志
」
な
の
で
あ
る
。だ
か
ら
三
軍
に
於
て
も
若
し
其
の
帥
が
弱
喪
し
た
り
、
正
を
失
し
た
り
し

て
、
そ
の
発
す
る
指
揮
命
令
に
当
を
得
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
忽
ち
に
し
て
全
体
の
統

制
を
紊
り
、
健
全
有
力
な
る
戦
闘
を
な
し
得
ざ
る
と
同
様
に
、
吾
々
人
生
に
於
て
も
、
「
志
」
が

一
度
弱
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
正
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
り
す
れ
ば
、
忽
ち
に
し
て
其
の
人
格
に
破
綻

を
生
じ
、
或
は
肉
体
的
生
理
の
健
康
を
害
し
、
或
は
精
神
的
性
理
の
道
徳
を
破
る
に
至
る
も
の

で
あ
る
。
而
も
三
軍
の
帥
は
之
を
他
の
力
に
よ
っ
て
奪
う
こ
と
も
改
む
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ

ろ
う
が
、
其
人
の
志
に
至
っ
て
は
其
人
の
自
覚
に
俟
た
ざ
れ
ば
容
易
に
之
を
改
む
る
こ
と
が
出

来
ぬ
。
是
れ
「
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
」
所
以
で
あ
っ
て
、
吾
々
が
如
何
な
る
志
を
持
つ

か
と
い
う
こ
と
は
実
に
吾
が
人
生
を
決
定
す
る
肝
要
要
の
事
な
の
で
あ
る
。
故
に
も
し
一
度
誤

っ
て
正
し
か
ら
ざ
る
志
を
立
つ
る
に
至
ら
ん
か
、
真
に
受
け
難
き
此
の
人
生
を
一
生
棒
に
振
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
吾
々
は
常
に
聖
賢
の
学
を
修
め
、
よ
き
師
友
を
求
め
て
、
断
え
ず
自

己
の
明
徳
を
明
か
に
し
、以
て
立
つ
る
処
の
「
志
」
を
常
に
高
く
正
し
く
持
す
る
よ
う
に
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
。 

 

 

神
道
（
十
三
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）        

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

 
 

 
 
 
 
―

実
在―

（
二
） 

反
省
の
学 

即
ち
、
一
、
神
秘
的
方
法
、
二
、
反
省
的
方
法
、
三
、
弁
証
（
的
方
）
法
、
の
三
つ
。
そ
し
て
、
二
の

反
省
的
方
法
を
、
イ
、
客
観
主
義
即
ち
存
在
論
的
方
法
、
ロ
、
主
観
主
義
即
ち
認
識
批
判
的
方

法
、
、
ハ
、
客
観
即
主
観
主
義
的
即
ち
解
釈
学
的
方
法
の
三
つ
に
分
つ
。
そ
の
中
ロ
の
認
識
批
判
的

方
法
に
カ
ン
ト
の
先
験
論
方
法
と
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
自
覚
存
在
論
的
方
法
と
を
包
括
す
る
。
更
に

三
の
弁
証
法
を
、
イ
、
観
念
弁
証
法
、
ロ
、
唯
物
弁
証
法
、
ハ
、
絶
対
弁
証
法
の
三
つ
に
分
け
る
の
で

あ
る
。 

神
道
も
暫
く
の
間
、
こ
の
哲
学
的
方
法
に
よ
り
、
哲
学
の
歴
史
の
あ
と
を
調
べ
、
近
代
哲
学
が

そ
の
究
極
と
せ
る
と
こ
ろ
を
探
ね
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 
 

私
が
神
道
を
書
く
所
以
の
も
の
は
、
真
理
は
別
々
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
宇
宙
の
根
元
か

ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
本
来
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
の
宇
宙
人
生
に
於
て
、
そ
の
宗
教
哲

学
思
想
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
そ
の
根
源
は
一
つ
で
あ
り
、し
か
も
そ
れ
は
生
命
的

統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
統
一
さ
れ
、
な
お
、
そ
こ
に
根
や
幹
や

枝
や
葉
が
あ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
一
本
の
樹
の
よ
う
に
生
命
的
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
が
明
か
に
さ
れ
て
こ
そ
真
の
宇
宙
と
人
生
の
明
徳
が
明
か
に
さ
れ
、
真
の
大
和
世
界

が
建󠄁
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

愚
か
な
れ
ど
も
息
長
く
書
き
つ
づ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。 

一
般
に
認
識
論
上
の
用
語
と
し
て
第
一
次
の
客
観
の
優
先
を
最
後
ま
で
全
面
的
に
固
執
す

る
立
場
を
「
実
在
論
」
と
云
い
、
第
二
次
の
主
観
の
優
先
を
認
め
る
立
場
を
「
観
念
論
」
と
言
う

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
哲
学
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
実
在
論
」
は
哲
学
の
否
定
（
神
を
客
観
的
絶
対
的

に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
）
で
あ
り
、
哲
学
は
必
然
的
に
「
観
念
論
」
で
あ
る
。
併
し
、
ま
た
、
「
実

在
論
」
を
排
斥
し
て
し
ま
う
「
観
念
論
」
も
前
述
し
た
如
く
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
り
却
て
自
己
を

否
定
し
、
哲
学
を
不
可
能
に
す
る
。
こ
こ
に
於
て
第
三
次
の
反
省
、
即
ち
主
観
客
観
の
統
一
の
立

場
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
於
て
は
単
な
る
主
観
も
単
な
る
客
観
も
否
定
さ
れ
、
超
越
的
全

体
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
実
在
観
念
論
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
と
客
観
と
の
対

立
を
絶
対
否
定
的
に
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
絶
対
反
省
」
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ

が
哲
学
上
の
「
絶
対
自
覚
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
「
絶
対
知
」
と
称
し

た
。 フ

ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
え
る
が
如
く
哲
学
は
「
哲
学
に
は
他
の
学
に
於
け
る
が
如
き
意
味

に
於
て
の
始
め
は
無
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
円
環
を
形
造
る
」
も
の
で
、
哲
学
は
、
哲
学
の
方
法
に
関

す
る
論
議
は
哲
学
的
思
索
に
先
だ
っ
て
そ
の
思
索
の
方
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、一
つ

の
も
の
が
他
の
も
の
の
予
備
的
序
論
を
な
す
如
き
も
の
で
な
く
、
思
索
に
於
て
思
索
の
方
法
を 



  
 

~ 2 ~ 
 

月報「ひ」               令和 3年 7月 29日発行 第 40号 

 

ろ
う
が
、
其
人
の
志
に
至
っ
て
は
其
人
の
自
覚
に
俟
た
ざ
れ
ば
容
易
に
之
を
改
む
る
こ
と
が
出

来
ぬ
。
是
れ
「
匹
夫
も
志
を
奪
う
べ
か
ら
ざ
る
」
所
以
で
あ
っ
て
、
吾
々
が
如
何
な
る
志
を
持
つ
か

と
い
う
こ
と
は
実
に
吾
が
人
生
を
決
定
す
る
肝
腎
要
の
事
な
の
で
あ
る
。
故
に
も
し
一
度
誤
っ

て
正
し
か
ら
ざ
る
志
を
立
つ
る
に
至
ら
ん
か
、
真
に
受
け
難
き
此
の
人
生
を
一
生
棒
に
振
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
吾
々
は
常
に
聖
賢
の
学
を
修
め
、
よ
き
師
友
を
求
め
て
、
断
え
ず
自
己

の
明
徳
を
明
か
に
し
、以
て
立
つ
る
処
の
「
志
」
を
常
に
高
く
正
し
く
持
す
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。 

           

古
代
の
心
➁ 

 
 

 

三
浦  

夏
南 

  

先
月
号
の
続
き
で
あ
る
が
、
現
代
の
生
活
習
慣
と
古
代
の
生
活
習
慣
の
ズ
レ
が
、
我
々
の
根

源
的
な
悩
み
を
生
む
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
我
々
は
走
ら
な
く
て
も
、
今
日
の
食
事
に
困
ら
な

い
社
会
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
古
代
の
人
々
は
獲
物
を
追
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
行
く
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
我
々
の
肉
体
に
は
「
生
き
る
為
に
走
れ
」
と
い
う
命
令
が
、
遺
伝
子

レ
ベ
ル
で
刻
ま
れ
て
居
り
、
狩
猟
と
無
縁
な
現
代
で
も
、
有
酸
素
運
動
を
し
な
け
れ
ば
、
生
き
て

い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
近
い
話
で
、
他
人
と
関
わ
る
こ
と
が
多
い
職
業
は
精
神
的
に
ス
ト
レ
ス
が
多
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
何
故
他
人
に
会
う
こ
と
が
多
い
と
ス
ト
レ
ス
が
多
い
か
と
言
え
ば
、
現
代
に
於
い

て
は
仕
事
で
他
人
と
会
う
こ
と
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
が
広
が
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
成
功
に
結
び
付

く
が
、
親
族
に
よ
っ
て
部
落
を
形
成
し
生
活
し
て
い
た
古
代
の
人
々
に
於
い
て
は
、
見
知
ら
ぬ
他

人
と
い
う
の
は
敵
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
自
分
及
び
家
族
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
高

か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
血
縁
者
で
な
い
人
間
に
は
本
能
的
に
警
戒
心
や
敵
意
を
持
つ
よ
う

に
我
々
は
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
頭
で
分
か
っ
て
い
て
も
体
が
反
応
す
る

こ
と
な
の
で
仕
方
が
な
い
。 

現
代
は
、
他
人
と
の
関
り
が
大
半
を
占
め
る
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。子

供
は
学
校
に
行
く
し
、大
人
は
会
社
に
行
く
、年
を
取
れ
ば
施
設
に
行
く
。
そ
こ
で
関
わ
る
人
々

は
他
人
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
た
り
前
の
社
会
に
な
り
、
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
に
見
え

て
も
我
々
に
深
く
刻
ま
れ
た
本
能
は
変
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
本
能
を
無
視
し
て

社
会
生
活
を
送
れ
ば
や
は
り
苦
し
め
ら
れ
る
の
は
我
々
自
身
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
自
然
で

あ
る
の
は
、
家
族
及
び
親
族
と
大
半
の
時
間
を
過
ご
し
な
が
ら
、
信
頼
の
で
き
る
少
数
の
他
人

と
時
々
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
集
団
で
生
活
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
人
間
に
と
っ

て
は
、不
変
の
原
則
で
あ
る
。 

現
代
の
人
々
は
様
々
な
ス
ト
レ
ス
に
耐
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ス
ト

レ
ス
の
ほ
と
ん
ど
は
人
間
関
係
の
ス
ト
レ
ス
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
関
係
の

ス
ト
レ
ス
は
個
々
の
関
係
性
の
良
し
悪
し
と
い
う
よ
り
も
、
他
人
と
関
わ
る
こ
と
は
危
険
を
多

分
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
原
始
的
な
思
考
が
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

解
決
す
る
に
は
、家
族
を
中
心
に
生
活
を
営
む
と
い
う
原
始
的
な
生
活
様
式
に
我
々
が
帰
る
必

要
が
あ
り
、本
能
を
現
代
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。 

我
々
現
代
人
は
古
代
人
か
ら
見
れ
ば
、
逆
立
ち
を
し
た
異
常
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
古
代

と
現
代
は
時
代
が
違
う
の
だ
か
ら
関
係
が
な
い
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
の
身

心
の
内
に
あ
っ
て
、
大
部
分
の
感
情
を
担
っ
て
い
る
の
は
古
代
人
の
感
覚
な
の
で
あ
る
。
古
代
人

の
感
覚
を
優
先
し
な
が
ら
、
現
代
の
文
明
を
生
か
し
て
行
か
な
け
れ
ば
、
我
々
は
漠
然
と
し
た

不
安
と
ス
ト
レ
ス
に
押
し
潰
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
気
付
く
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
人

間
は
家
族
と
と
も
に
働
き
、
家
族
と
と
も
に
食
べ
る
と
い
う
最
も
簡
単
で
最
も
手
近
な
方
法
で

幸
福
な
生
活
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
行
け
な
く
て
も
ま
ず
は
朝

ご
は
ん
を
抜
い
て
走
る
こ
と
か
ら
で
も
、
古
代
人
の
心
が
喜
び
、
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
可
能

性
が
十
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  
梅
雨
が
明
け
、
い
よ
い
よ
夏
本
番
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
朝
五
時
半
、
き
ら
き
ら
と
輝
く
お
日

様
を
見
な
が
ら
軽
ト
ラ
に
ハ
サ
ミ
と
籠
を
積
み
こ
み
、
ネ
ギ
と
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
に
向
か
い

ま
す
。
ア
ル
バ
イ
ト
の
人
達
が
や
っ
て
く
る
九
時
ま
で
に
ネ
ギ
の
収
穫
を
済
ま
せ
、
手
早
く
ア
ス

パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
・
出
荷
調
整
を
行
う
の
が
朝
の
ル
ー
テ
ィ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ひ
と
段

落
し
た
九
時
ご
ろ
か
ら
は
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て
耕
耘
、
肥
料
散
布
、
草
管
理
、
マ
ル
チ
ン
グ
、
定

植
、
播
種
を
行
い
ま
す
。
お
昼
時
に
は
一
旦
家
に
入
り
、
休
憩
を
は
さ
み
ま
す
が
、
午
後
は
一
時

ご
ろ
か
ら
外
に
出
て
作
業
の
続
き
を
行
い
ま
す
。
夕
方

四
時
ご
ろ
か
ら
は
ま
た
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
収
穫
を
し
て

一
日
の
農
作
業
が
終
了
し
ま
す
。
さ
ら
に
夏
の
こ
の
時

期
は
水
や
り
も
重
要
で
、
夕
方
の
仕
事
の
後
に
は
ア
ス

パ
ラ
ガ
ス
・
里
芋
・
ネ
ギ
そ
れ
ぞ
れ
に
水
や
り
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
と
里
芋
は
そ

れ
ぞ
れ
昨
年
ま
で
も
し
て
い
た
た
め
、
大
き
な
心
配
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ネ
ギ
へ
の
水
や
り
は
今
年
が
初

め
て
で
す
。
ネ
ギ
は
水
で
育
つ
た
め
、
夏
の
水
や
り
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
が
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
と
違
っ
て
圃
場
も
頻
繁

に
変
わ
る
た
め
本
格
的
な
灌
水
設
備
を
整
え
づ
ら
く
、

そ
う
か
と
い
っ
て
里
芋
の
よ
う
に
畝
間
に
水
を
は
る
と

ネ
ギ
が
煮
え
て
育
ち
ま
せ
ん
。
県
外
の
ネ
ギ
農
家
さ
ん

や
出
荷
先
の
地
元
の
青
果
会
社
、
近
く
の
農
機
具
セ
ン

タ
ー
と
も
相
談
し
な
が
ら
、
暑
さ
の
中
な
ん
と
か
灌
水

設
備
を
整
え
、
水
や
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
は

感
動
し
ま
し
た
。
日
照
り
の
続
い
た
後
に
水
や
り
を
し

て
い
る
と
、
ネ
ギ
も
里
芋
も
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
揺
れ

て
お
り
、
水
や
り
を
し
て
い
る
私
達
の
顔
も
ほ
こ
ろ
び

ま
す
。
水
や
り
に
加
え
て
夏
時
期
は
虫
の
活
動
も
活
発

に
な
る
た
め
、
定
期
的
な
防
除
も
必
要
で
す
。
週
に
一
、

二
回
、
涼
し
く
な
っ
た
夕
方
か
ら
は
各
圃
場
を
回
っ
て

消
毒
を
行
い
ま
す
。
消
毒
や
水
や
り
は
暑
い
時
間
帯

に
で
き
な
い
作
業
で
、
す
べ
て
の
農
作
業
を
終
え
た
こ

ろ
に
は
七
時
半
を
回
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。 こ

の
よ
う
に
、
毎
日
時
間
に
追
わ
れ
る
農
業
を
し

て
い
ま
す
が
、
嬉
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
長
男
が
大

き
く
な
り
、
家
族
で
農
業
を
す
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
こ
と
で
す
。
折
ら
な
い
よ
う
慎
重
に
ネ

ギ
の
皮
を
む
い
た
り
、
バ
ケ
ツ
に
入
れ
た
肥
料
を
ま
ん
べ
ん
な
く
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
へ
撒
い
た
り
し

て
い
る
様
子
に
、
こ
こ
ま
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
驚
き
、
そ
の
背
中
は
少
し
頼
も
し
く
も

あ
り
ま
す
。
少
し
前
ま
で
お
ん
ぶ
紐
で
畑
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
長
男
と
、
今
で
は
一
緒
に
仕
事

が
で
き
る
と
思
う
と
嬉
し
く
、
農
業
を
家
業
と
し
て
生
活
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ

ま
す
。
日
々
の
働
き
を
労
働
時
間
と
捉
え
る
と
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
に
な
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。
し
か
し
家
族
全
員
で
そ
の
日
の
目
標
に
向
か
っ
て
働
き
、
気
持
ち
よ
く
汗
を
か
い
た
後

は
自
家
製
梅
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
み
な
が
ら
ひ
と
休
憩
し
、
家
に
帰
る
と
自
分
た
ち
で
育
て
た
野
菜

を
食
べ
、
全
力
で
働
く
毎
日
は
、
大
変
な
中
に
大
き
な
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。
よ
く
働
き
、
よ

く
食
べ
、よ
く
寝
て
、家
族
仲
良
く
農
業
が
で
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
明
日
か
ら
も
ま

た
農
作
業
に
勤
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 

愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

 

★
お
願
い 

 

七
月
よ
り
当
会
は
新
し
い
期
を
迎
え
ま
し
た
。
八
月
末
ま
で
に
振
込
先
（
別
紙
参

照
）
ま
で
会
費
を
納
め
て
頂
き
、
今
後
と
も
当
会
の
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。 

 


