
  
 

~ 1 ~ 
 

月報「ひ」               令和 3年 12月 23日発行 第 45号 

 

領  綱 

一 

私
逹󠄁
は
明
徳
を
明
ら
か
に
し
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
国
家
の
鎮
護
と
な
り
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
大
和
世
界
を
建
設
し
ま
す 

第 45号 

月 1 回 発 行 

ひの心を継ぐ会 

〒799-1336 

住所:愛媛県西条市 

上市甲 7 2 0 - 1 

T E L:080-2986-0856 

 

資
を
生
産
し
供
給
す
る
農
工
商
の
業
者
か
ら
な
り
、
そ
の
徳
は
物
欲
を
節
し
て
上
の
支
配
階

級
に
奉
仕
す
る
に
あ
る
。
し
か
し
生
産
活
動
を
は
げ
ま
す
た
め
に
は
彼
ら
に
は
私
有
が
認
め
ら

れ
た
。
彼
の
「
国
家
編
」
の
対
話
で
は
奴
隷
階
級
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
当

然
の
こ
と
と
し
て
看
過
さ
れ
た
も
の
で
、
彼
の
国
家
は
奴
隷
制
の
上
に
立
つ
一
種
の
寡
頭
制
都

市
国
家
で
あ
っ
た
に
違
な
い
。
晩
年
の
「
法
律
編
」
で
は
あ
の
「
国
家
編
」
の
哲
人
政
治
と
国
家

共
有
財
産
制
の
理
想
は
す
て
ら
れ
て
い
っ
そ
う
実
現
可
能
的
な
徳
治
主
義
の
国
家
制
度
が
説

か
れ
た
。
こ
の
「
法
律
編
」
の
実
際
的
な
面
は
後
に
ロ
ー
マ
法
の
制
定
に
寄
与
し
、
「
国
家
編
」
の

理
想
は
形
を
か
え
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
位
階
制
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。 

 

プ
ラ
ト
ン
が
若
し
日
本
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
如
何
に
日
本
を
讃
美
し
、
生
甲
斐
を
感
じ
た
こ

と
か
と
思
わ
れ
る
。
神
政
政
治
と
哲
人
政
治
と
代
議
政
治
を
一
国
の
政
治
制
に
持
ち
、
神
、
イ

デ
ヤ
の
世
界
を
こ
の
地
上
に
実
現
せ
ん
と
し
て
い
る
国
で
あ
る
。
い
ず
れ
こ
の
こ
と
は
後
述
す

る
。 

  

 

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

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

 
 

 
 
 
 
 

神
秘
的
方
法
⑴ 

さ
ら
に
ま
た
プ
ラ
ト
ン
は
感
覚
と
理
性
と
を
き
び
し
く
区
別
す
る
立
場
か
ら
、
理
性
を
有
す

る
部
分
と
非
理
性
的
部
分
と
に
大
別
し
た
り
、
あ
る
い
は
善
霊
と
悪
霊
と
に
分
け
た
り
し
た
。
同

一
の
霊
魂
の
部
分
（
ま
た
は
作
用
）
と
し
て
統
一
的
に
見
よ
う
と
し
た
彼
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
二
分
法
は
後
世
に
霊
肉
二
元
観
を
伝
え
、
ま
た
そ
の
三
分
法
は
後
世
の
心
理
学
や
医

学
に
悪
い
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

彼
は
三
部
分
の
お
の
お
の
が
そ
の
分
を
果
た
す
と
き
、
理
性
は
知
恵
、
気
概
的
部
分
は
勇
気
、
欲

情
的
部
分
は
節
制
の
徳
で
、
こ
れ
ら
各
部
分
が
そ
の
分
を
守
っ
て
他
を
侵
さ
ず
調
和
を
保
つ
と

き
、
霊
魂
は
正
義
の
徳
に
あ
る
と
し
た
。
要
す
る
に
理
性
が
そ
の
真
理
認
識
に
よ
っ
て
命
令
し
、他

の
部
分
が
こ
れ
に
す
な
お
に
服
従
す
る
と
き
霊
魂
全
体
は
よ
ろ
し
き
を
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。 

 

彼
の
国
家
論
（
レ
ス
プ
ブ
リ
カ
）
に
見
え
る
理
想
国
家
の
説
も
こ
の
霊
魂
三
部
分
説
を
基
礎
と

す
る
も
の
で
、こ
の
国
家
は
、
小
さ
な
都
市
国
家
で
、統
治
者
階
級
と
守
護
者
階
級
と
庶
民
階
級

と
か
ら
な
っ
て
い
る
。こ
の
国
家
で
は
、イ
デ
ヤ
界
の
真
観
を
楽
し
む
哲
学
者
た
ち
が
順
番
に
政
界

に
下
っ
て
そ
の
統
治
者
の
任
に
つ
き
、
感
覚
に
と
ら
わ
れ
た
国
民
を
解
放
し
転
向
さ
せ
て
思
考
の

世
界
に
導
き
上
げ
る
た
め
に
、
守
護
者
た
ち
を
教
育
し
、
彼
ら
に
政
治
方
針
を
指
令
す
る
。
守
護

者
た
ち
は
、
統
治
者
（
哲
学
者
）
の
命
令
を
正
し
く
理
解
し
こ
れ
を
忠
実
に
実
行
す
る
国
家
の
公

僕
と
し
て
、
そ
の
勇
気
の
徳
を
発
揮
し
、
内
外
の
敵
と
勇
敢
に
戦
い
、
厳
正
に
行
政
司
法
の
局
に

あ
た
る
。
そ
の
た
め
に
は
な
ん
ら
の
私
有
も
（
妻
子
の
占
有
）
許
さ
れ
ず
、
す
べ
て
国
家
の
夫
と
し

妻
と
し
子
と
し
て
共
同
の
生
活
を
営
む
。庶
民
階
級
は
、
全
階
級
の
た
め
に
そ
の
物
質
的
生
活
の 

資
を
生
産
し
供
給
す
る
農
工
商
の
業
者
か
ら
な
り
、そ
の
徳
は
物
欲
を
節
し
て
上
の
支
配
階
級

に
奉
仕
す
る
に
あ
る
。
し
か
し
生
産
活
動
を
は
げ
ま
す
た
め
に
は
彼
ら
に
は
私
有
が
認
め
ら
れ

た
。
彼
の
「
国
家
編
」
の
対
話
で
は
奴
隷
階
級
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
看
過
さ
れ
た
も
の
で
、
彼
の
国
家
は
奴
隷
制
の
上
に
立
つ
一
種
の
寡
頭

制
都
市
国
家
で
あ
っ
た
に
違
な
い
。
晩
年
の
「
法
律
編
」
で
は
あ
の
「
国
家
編
」
の
哲
人
政

治
と
国
家
共
有
財
産
制
の
理
想
は
す
て
ら
れ
て
い
っ
そ
う
実
現
可
能
的
な
徳
治
主
義
の
国

家
制
度
が
説
か
れ
た
。
こ
の
「
法
律
編
」
の
実
際
的
な
面
は
後
に
ロ
ー
マ
法
の
制
定
に
寄
与

し
、「
国
家
編
」
の
理
想
は
形
を
か
え
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
位
階
制
に
お
い
て
実
現
さ
れ

た
。 

 

プ
ラ
ト
ン
が
若
し
日
本
に
生
ま
れ
て
い
た
ら
如
何
に
日
本
を
讃
美
し
、
生
甲
斐
を
感
じ
た

こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
神
政
政
治
と
哲
人
政
治
と
代
議
政
治
を
一
国
の
政
治
制
に
持
ち
、
神
、

イ
デ
ヤ
の
世
界
を
こ
の
地
上
に
実
現
せ
ん
と
し
て
い
る
国
で
あ
る
。
い
ず
れ
こ
の
こ
と
は
後

述
す
る
。 

           

む
哲
学
精
神
の
源
泉
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
論
理
を
摂
取
し
学
的
形
態
に
組
織
せ
ら

れ
る
場
合
に
は
、
本
来
の
学
的
な
る
哲
学
に
代
り
、
後
者
の
不
満
足
を
除
か
ん
と
す
る
哲
学

体
系
と
な
る
。
斯
か
る
神
秘
主
義
の
哲
学
体
系
と
し
て
西
洋
哲
学
史
上
に
代
表
的
な
る
位
置

を
占
め
る
の
は
希
●
哲
学
の
末
期
に
現
れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（P

lo
tin

o
s
 2

0
4
-2

6
9

）
の
哲

学
で
あ
る
。
西
洋
の
神
秘
主
義
は
凡
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
新
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
影
響
の
下
に

立
つ
と
い
う
も
過
言
で
な
い
程
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。 

 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
そ
れ
が
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
呼
ば
れ
る
通
り
プ
ラ
ト
ン
哲
学

の
復
興
た
る
意
味
を
有
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
拠
れ
ば
、
感
覚
的
認
識
に
現
れ
る
所
の
生

滅
変
化
す
る
個
物
は
真
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仮
象
に
止
ま
る
、
真
に
存
在

す
る
も
の
は
唯
理
性
に
由
っ
て
把
握
せ
ら
れ
る
普
遍
恒
常
の
イ
デ
ヤ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

個
物
は
イ
デ
ヤ
を
分
有
す
る
限
り
に
於
て
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
イ
デ

ヤ
も
そ
れ
の
普
遍
の
度
に
従
っ
て
種
々
の
段
階
を
形
造
る
。
其
最
高
の
イ
デ
ヤ
が
所
謂
善
の

イ
デ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
イ
デ
ヤ
性
自
体
で
あ
る
。
イ
デ
ヤ
を
し
て
其
含
む
特
殊
の
部
分
の
調
和

的
な
る
統
一
た
ら
し
め
る
イ
デ
ヤ
性
の
原
理
が
善
の
イ
デ
ヤ
に
外
な
ら
な
い
。
斯
く
て
プ
ラ

ト
ン
に
於
て
は
調
和
的
統
一
の
理
性
的
原
理
た
る
、
真
と
美
と
合
一
せ
る
善
の
イ
デ
ヤ
を
根

拠
と
し
て
、
そ
れ
に
由
り
普
遍
恒
常
の
美
し
き
形
姿
に
統
一
せ
ら
る
る
イ
デ
ヤ
が
真
の
実
在

を
形
造
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
認
識
に
於
て
捉
え
ら
れ
ず
、
比
量
的
思
惟
に
よ
っ
て

概
念
化
せ
ら
れ
ず
、
た
だ
美
し
き
個
物
を
機
縁
と
し
て
理
性
の
直
感
に
由
り
直
感
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
田
辺
氏
の
通
論
は
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
以
上
の
如
き
で
あ
る
の
で
今
少
し
附
加

し
て
お
く
。 

 

プ
ラ
ト
ン

P
la

to
n

 4
2
7
-3

4
7
B

.C
.

は
古
代
最
大
の
観
念
論
哲
学
者
で
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の

創
設
者
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
貴
族
、
若
き
頃
か
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
門
に
入
り
、
そ
の
教
と

そ
の
死
か
ら
深
い
感
銘
を
受
け
、
ま
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
や
そ
の
霊
魂
観
に
強
い
関

心
を
も
ち
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
相
対
主
義
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
そ
の
他
の
唯
物
論
と
対
決
し

つ
つ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
た
「
霊
魂
の
気
づ
か
い
」
の
哲
学
と
そ
の
た
め
の
諸
徳
の
「
何

で
あ
る
か
」（
本
質
概
念
）
を
問
い
求
め
た
「
問
答
法
（
概
念
問
答
）」
を
継
承
し
発
展
さ
せ

た
。
そ
れ
は
形
而
上
学
的
に
固
定
し
完
結
し
た
体
系
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に

晩
年
ま
で
絶
え
ず
真
実
を
求
め
て
動
揺
し
て
い
る
点
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
批
判
的
精
神
を
継

い
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
大
体
に
於
て
は
超
感
覚
的
、
理
性
的
な
一
般
者
（
普
遍
概
念
）

の
実
在
性
と
超
越
性
を
主
張
す
る
イ
デ
ヤ
の
説
を
基
調
と
す
る
霊
肉
二
元
論
的
な
観
念
論

哲
学
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
、
彼
の
書
い
た
自
然
学
か
ら
認
識
論
、
国
家
論
、
神
学
に
わ
た

る
多
数
の
傑
作
が
完
全
に
後
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
後
継
者
に
有
力
な
哲
学
者
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
得
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
殆
ど
の
学
問
や
思

想
に
、
功
罪
相
半
ば
す
る
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
こ
こ
で
「
イ
デ
ヤ
」
に
つ
い
て
今
少

し
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。
イ
デ
ヤ
は
プ
ラ
ト
ン
的
哲
学
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
、
そ
の
壮
年
期
の
「
フ
ァ
ィ
ド
ン
」
で
も
ま
た
晩
年
の
「
テ
ィ

マ
イ
オ
ス
」
で
も
、
話
者
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
話
者
自
ら

の
説
で
は
な
く
て
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
直
ち
に
プ
ラ
ト
ン
の
説
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
諸
対
話
編
で
は

イ
デ
ヤ

id
e
a

は
ま
た
エ
イ
ド
ス

e
id

o
s

と
も
い
わ
れ
、
両
語
は
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
用
い

て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
見
る
」「
知
る
」
の
意
の
動
詞
と
同
根
の
名
詞
で
、
一
般
に
は
見
ら

れ
表
象
（
知
覚
）
さ
れ
て
い
る
物
の
形
・
姿
・
型
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
が
と
く
に
肉
の
目
（
感
官
知
覚
）
と
区
別
さ
れ
た
霊
の
目
（
理
性
の
直
感
、
思
考
）
で
直

観
さ
れ
思
考
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
（
そ
の
意
味
で
の
形
相
、
種
類
、
普
遍
概
念
）
を
さ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
だ
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
や
諸
徳
の
「
そ

も
そ
も
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
数
学
者
は
、
そ
の
肉
の

目
で
は
砂
上
に
描
か
れ
た
不
完
全
な
種
々
特
殊
の
三
角
形
を
見
な
が
ら
、
霊
魂
の
目
で
は
別

の
全
く
正
確
な
三
角
形
そ
れ
自
体
（
三
角
の
イ
デ
ヤ
）
を
思
考
し
研
究
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
は
こ
の
よ
う
な
思
惟
に
た
っ
て
、
正
し
く
あ
る
と
か
、
美
し
く
あ
る
と
か
言
わ
れ
述
語

さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
事
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
そ
う
い
わ
れ
述
語
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
そ
の
正
義
、
そ
の
美
と
は
何
で
あ
る
か
を
問
い
求
め
ら
れ
て
い
る
正
義
自
体
、
美
自
体
を
、

正
義
の
イ
デ
ヤ
、
美
の
イ
デ
ヤ
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
だ
け
で
見
る
と
、
こ
こ
に
個
々
の
諸
事
物

と
区
別
さ
れ
て
そ
れ
自
体
と
か
イ
デ
ヤ
と
か
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
今
日
の
論
理
学
用
語
で
は

個
物
に
対
す
る
「
種
」「
類
」
あ
る
い
は
特
殊
に
対
す
る
「
普
遍
」
あ
る
い
は
多
く
の
主
語
に

共
通
の
「
述
語
」
の
こ
と
、
即
ち
一
般
に
「
概
念
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様

な
普
遍
的
な
も
の
を
表
わ
す
概
念
が
今
し
も
彼
等
に
よ
っ
て
思
想
史
上
初
め
て
自
覚
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

                  

も
の
の
統
一
を
思
惟
す
る
論
理
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
「
弁
証
法
」
を
十
分
に
認
め
な
い
限

り
は
、
分
析
論
理
の
、
哲
学
的
方
法
に
対
し
不
十
全
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
思
惟
を
斥
け
、

論
理
的
思
惟
は
対
立
か
ら
対
立
へ
と
動
き
、
常
に
相
対
の
圏
内
を
彷
徨
す
る
も
の
と
考
え
、

斯
る
比
量
的
思
惟d

is
k

u
rs

iv
e
s
 D

e
n

k
e
n

 (d
iscu

rs
u

s 

彷
徨
、d

iscu
re

re

彷
徨
す
る)

を

斥
け
て
、
直
感
的
に
相
対
（
自
己
）
の
絶
対
と
合
一
す
る
こ
と
を
以
て
哲
学
の
正
常
な
る
方

法
と
な
す
の
は
自
然
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
神
秘
的
方
法
」
で
あ
る
。
哲
学
上
に
於
て
は
、

「
反
省
」
の
間
接
な
る
に
対
し
、
生
の
直
接
の
意
識
を
「
体
験
」
と
称
す
る
が
、
体
験
を
知

識
の
立
場
か
ら
観
て
「
直
感
」
と
い
う
。
神
秘
的
直
感
は
絶
対
と
相
対
と
の
合
一
の
体
験
に

由
る
直
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
対
の
絶
対
に
対
す
る
対
立
的
独
立
性
を
認
め
な
い
こ
と
に
特

色
を
有
す
る
。
従
っ
て
相
対
な
る
も
の
の
相
対
と
し
て
独
立
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
歴
史
を
否
定
し
文
化
を
否
定
し
て
、
絶
対
に
の
み
真
実
の
存
在
性
を
認
め
、
一
切
相
対

を
此
絶
対
の
統
一
に
吸
収
す
る
傾
向
を
多
か
れ
少
か
れ
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
相

対
の
反
省
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
に
絶
対
の
統
一
に
於
て
生
き
る
こ
と
を
信
仰
の

内
容
と
す
る
宗
教
と
、
傾
向
上
、
相
一
致
す
る
所
多
き
は
明
で
あ
ろ
う
。 

―

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 
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
四
章 

農
士
論 

 
   

   

 
～
第
一
節 

農
道
的
立
志
～ 

 

士
の
生
活
内
容 

 

前
節
に
於
て
私
は
「
士
」
の
一
般
的
消
息
を
概
説
し
た
。
茲
に
改
め
て
そ
れ
を
要
言
す
れ
ば
、

士
と
は
堅
く
志
を
立
て
、
之
に
向
っ
て
意
欲
の
馬
猿
に
惹
か
る
る
こ
と
な
く
、
常
に
道
義
的
生

活
を
続
く
る
者
の
謂
で
あ
る
。
然
し
具
体
的
な
実
際
問
題
に
な
っ
て
来
る
と
、
其
人
の
立
つ
る

「
志
」
の
如
何
に
よ
っ
て
、其
の
士
的
生
活
の
内
容
を
異
に
し
て
来
る
も
の
で
あ
る
。 

 

花
間
の
草
を
除
く 

 

伝
習
禄
に
次
の
一
節
が
あ
る
。 

そ
れ
は
王
陽
明
と
其
の
門
人
の
薛
侃
と
の
問
答
で
あ
る
。 

薛
侃

せ
っ
か
ん

が
或
る
日
、
花
園
の
草
を
取
り
な
が
ら
思
わ
ず
つ
ぶ
や
い
た
。 

「
ど
う
し
て
天
地
間
の
事
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
善
い
も
の
は
培
い
難
く
、
悪
い
も
の
は
去
り
難

い
も
の
だ
ろ
う
な
あ
。」 

之
を
聞
い
た
王
陽
明
が
言
っ
た
。 

「
い
や
、
本
来
を
い
え
ば
善
い
も
悪
い
も
な
い
の
だ
。
善
と
か
悪
と
か
い
う
こ
と
は
、
み
な
人
間
が

き
め
る
の
だ
。
」 

け
れ
ど
も
薛
侃
に
は
解
ら
な
い
。
そ
れ
で
陽
明
は
更
に
懇
に
教
え
た
。 

「
天
地
の
生
意
は
花
も
草
も
一
つ
だ
。
故
に
天
よ
り
見
れ
ば
善
悪
の
区
別
は
な
い
。
た
だ
、
君
が

花
を
作
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
花
を
善
と
し
て
草
を
悪
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
若
し
草
を
用
い
よ

う
と
す
る
人
か
ら
い
え
ば
、
却
っ
て
草
を
善
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
善
悪
の
区
別
は
、
人
の

心
の
欲
す
る
処
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
。
」 

侃
は
聴
い
た
。 

「
そ
れ
で
は
先
生
、世
の
中
に
は
善
悪
の
区
別
は
無
い
の
で
す
か
。
」 

「
そ
う
だ
、
天
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
無
善
無
悪
だ
。
或
る
一
定
の
「
志
」
を
立
つ
る
人
間
の
立
場

よ
り
見
て
、其
処
に
始
め
て
善
悪
が
分
れ
て
来
る
の
だ
。」 

「
そ
れ
で
は
、仏
者
の
い
う
無
善
無
悪
と
、
一
体
何
処
が
違
う
の
で
す
か
。
」 

「
佛
者
は
無
善
無
悪
に
執
着
し
て
、
一
切
を
捨
て
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
天
下
国
家
の
実
際
生

活
を
治
む
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
聖
人
の
無
善
無
悪
は
自
分
の
小
我
的
欲
念
か
ら
発
す
る
好
悪

の
念
に
よ
っ
て
善
悪
を
決
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
、大
き
く
天
理
に
従
っ
て
一
切
を
生
長
せ
し
め

て
行
こ
う
と
す
る
意
味
か
ら
い
う
の
で
あ
る
。
」 

「
そ
れ
で
は―

―

」 

薛
侃
は
せ
き
込
ん
で
更
に
聴
い
た
。 

「
そ
れ
で
は
草
を
除
く
の
は
悪
い
こ
と
で
す
か
。
」 

そ
こ
で
陽
明
は
更
に
懇
に
説
き
聴
か
せ
た
。 

「
い
や
い
や
、
そ
う
い
う
考
え
は
、
佛
者
や
老
荘
者
流
の
い
う
こ
と
で
、
草
が
若
し
本
当
に
邪
魔
に

な
る
も
の
な
ら
ば
、
君
が
之
を
除
く
こ
と
が
何
で
悪
か
ろ
う
。
」 

「
然
し
先
生
、
草
を
除
く
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
好
悪
よ
り
発
す
る
小
我
的
欲
念
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
」 

「
い
や
、其
処
が
大
事
な
処
で
あ
る
。
好
悪
を
作
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、全
く
好
悪
せ
ぬ
こ
と
で
は

な
い
。
そ
ん
な
者
は
無
知
覚
の
人
と
い
う
も
の
で
、
好
悪
を
作
さ
ぬ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。―

下
略―

」 

 

か
く
て
陽
明
は
、
真
に
正
大
な
る
理
念
よ
り
発
す
る
行
為
な
ら
ば
、
草
を
除
く
も
亦
天
理
で

あ
る
こ
と
を
説
き
、最
後
に
一
問
を
発
し
て
い
る
。 

「
君
の
草
を
去
ら
ん
と
す
る
は
、
是
れ
如
何
な
る
心
ぞ
。
周
茂
叔
が
窓
前
の
艸
を
除
か
ざ
る
は
、

是
れ
如
何
な
る
心
ぞ
。
」 

と
。
周
茂
叔
の
窓
前
艸
不
除
と
は
、
彼
が
若
き
日
に
天
地
の
造
化
に
参
ぜ
ん
と
し
て
読
書
思
索

し
て
い
た
時
、
彼
の
友
人
が
訪
ね
て
来
て
見
る
と
庭
に
草
が
茫
々
と
生
え
て
足
の
踏
み
よ
う
も

な
い
有
様
で
あ
る
。 

「
ど
う
し
た
の
か
、
余
り
の
荒
れ
よ
う
で
は
な
い
か
。
」 

と
い
う
と
、彼
は 

「
天
地
の
生
意
花
艸
一
般
」 

と
答
え
た
と
い
う
。 

天
地
の
生
意
花
艸
一
般
。
天
よ
り
見
れ
ば―

―

天
は
一
切
の
も
の
す
べ
て
を
生
長
せ
し
め
よ

う
と
い
う
無
辺
の
大
志
な
る
が
故
に
、
花
艸
の
間
に
善
悪
の
区
別
が
無
い
。
恰
度
幾
人
か
の
子
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供
を
有
つ
親
が
其
の
子
の
間
に
誰
が
死
ん
で
、
誰
が
生
き
た
が
よ
い
と
い
う
よ
う
な
区
別
を
立

て
ぬ
、
た
だ
す
べ
て
の
子
供
が
、
皆
生
長
し
て
呉
れ
れ
ば
よ
い
と
念
ず
る
心
の
よ
う
に…

…

。 
然
し
人
間
の
立
場
に
な
る
と
「
志
」
が
立
つ
。
人
間
は
自
己
の
「
命
」
に
従
っ
て
、
各
々
独
自
の

「
志
」
を
立
て
る
。
随
っ
て
花
に
志
を
立
て
た
薛
侃
よ
り
い
え
ば
、
花
を
伸
ば
す
こ
と
は
善
に
し

て
、
草
を
伸
ば
す
こ
と
は
悪
に
な
る
。
か
く
て
人
間
の
世
界
は
有
善
有
悪
の
世
界
と
な
り
、
随
っ

て
善
は
之
を
為
し
、悪
は
之
を
去
る
必
要
が
起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。 

 

（
注
）
王
陽
明
の
四
句
訣
に
は
此
間
の
消
息
を
簡
明
に
誨
え
て
い
る
。
左
に
録
し
て
参
考
と
し

よ
う
。 

 
 

無
善
無
悪
心
之
体 

 
 

有
善
有
悪
意
之
動 

 
 

知
善
知
悪
是
良
知 

 
 

為
善
去
悪
是
格
物 

 
 

強
い
て
之
を
言
え
ば
、
「
無
善
無
悪
心
之
体
」
は
「
命
」
の
世
界
で
あ
り
、
有
善
有
悪
以
下
の

三
句
は
「
志
」
の
世
界
で
あ
る
と
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。 

「
志
」
を
何
に
立
つ
る
か
に
よ
っ
て
、
人
生
の
消
息
は
斯
く
の
如
く
異
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

   
   

            

     

来
年
の
学
問
目
標                    

           

三
浦 

夏
南 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

来
年
一
年
は
崎
門
学
を
集
中
し
て
学
ん
で
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
崎
門
学

に
つ
い
て
は
学
ん
で
き
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
闇
斎
先
生
の
神
道
説
や
国
体
論
に
つ
い
て
の

関
心
が
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
は
闇
斎
学
の
儒
学
の
側
面
、
す
な
わ
ち
朱
子
学
を
主
と
し

て
学
び
を
進
め
て
行
き
た
い
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
家
族
で
農
業
に
取
り
組
む
中
で
「
倫
理
」
の

重
要
性
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
倫
理
と
は
現
代
言
わ
れ
て
い
る

が
如
き
一
般
的
、
社
会
的
、
抽
象
道
徳
で
は
な
く
、
父
子
、
夫
婦
、
兄
弟
と
い
う
家
族
関
係
に
基

づ
い
た
具
体
的
道
徳
の
事
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
天
下
国
家
の
事
を
憂
い
嘆
い
て
も
、
天
下
国
家

に
処
し
て
い
く
主
体
で
あ
る
「
家
」
が
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
空
言
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
闇
斎

先
生
の
神
道
説
、
国
体
論
の
背
景
に
は
朱
子
学
の
道
義
に
基
づ
い
て
実
践
体
認
さ
れ
て
き
た
家

族
生
活
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
闇
斎
先
生
は
生
涯
を
一
貫
し
て
孝
子
で
あ
り
続

け
た
哲
人
で
あ
る
。
現
代
に
は
国
体
論
を
唱
え
る
者
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
神
道
説
も
闇
斎
先

生
の
当
時
以
上
に
詳
細
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
家
族
の
倫
理
を
切
実
に
考
え
、
己
の
身
に
基

づ
け
て
実
践
し
、
家
を
強
固
に
す
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。
我
々
は
闇
斎
先
生
の
朱
子
学
研
鑽
に

立
ち
返
っ
て
自
ら
の
身
を
正
し
、家
を
整
え
る
こ
と
を
以
っ
て
急
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

と
り
わ
け
我
々
が
取
り
組
む
の
は
闇
斎
先
生
の
高
弟
た
ち
が
残
し
た
シ
ナ
の
古
典
の
講
義
録
、

「
師
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
版
さ
れ
て
活
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
少

な
い
の
で
、
図
書
館
か
ら
写
本
を
借
り
て
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
の
り
は
険
し
い
が
、

崎
門
の
先
生
方
の
解
説
は
懇
切
丁
寧
を
極
め
て
い
る
の
で
、
四
書
五
経
を
朱
子
学
的
に
深
く

理
解
す
る
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
朱
子
学
の
良
い
と
こ
ろ
は
、
倫
理
を
行
っ
て
い
く
上
で
の

真
理
の
解
析
が
精
細
で
あ
り
、
心
の
用
い
方
、
工
夫
と
い
う
も
の
が
詳
し
く
教
え
ら
れ
て
い
る
。

道
義
を
踏
み
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
て
も
、
私
欲
に
阻
ま
れ
て
制
し
難
い
の
が
俗

人
の
心
で
あ
る
。
朱
子
学
を
崎
門
に
基
づ
い
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
用
い
方
の
具
体
的
な

と
こ
ろ
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
が
習
得
で
き
な
け
れ
ば
、
義
理
を
遠
く

か
ら
眺
め
憧
れ
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
徳
を
身
に
つ
け
、
道
を
踏
み
行
う
君
子
に
は
な
り
得
な
い
。

ま
さ
に
「
君
子
己
の
為
の
学
」
で
あ
り
、真
の
意
味
で
の
「
実
学
」
で
あ
る
。 
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江
戸
時
代
の
写
本
の
解
読
に
は
大
変
な
労
力
が
か
か
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
農
業
の
合

間
に
時
間
を
確
保
し
な
が
ら
家
族
で
協
力
し
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
で
あ

る
。長
い
道
の
り
に
は
な
る
が
、共
に
楽
し
み
つ
つ
学
に
励
む
一
年
に
し
た
い
と
思
う
。 

                          

 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

師
走
に
入
り
、
と
よ
く
も
農
園
に
も
よ
う
や
く
本
格
的
な
冬
が
訪
れ
ま
し
た
。
こ
こ
最
近
朝

晩
は
非
常
に
冷
え
込
み
、農
作
業
の
効
率
も
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
夜
は
子
供
達
と
と

も
に
九
時
に
就
寝
し
、
朝
は
大
人
四
人
早
起
き
を
し
て
、
各
々
が
一
人
で
勉
強
を
し
た
後
、
主

人
が
弟
、
義
妹
、
私
と
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
の
十
五
分
勉
強
会
を
行
う
の
が
日
課
と
な
っ
て
い
ま
す
。

内
容
は
『
靖
献
遺
言
』
、
『
論
語
』
、
『
小
学
』
と
様
々
で
す
が
、
朝
の
最
も
頭
の
冴
え
た
時
に
名

著
に
触
れ
る
こ
と
で
、
単
調
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
な

農
作
業
に
活
力
を
与
え
た
り
、
自
分
自
身
の
立
ち
振

る
舞
い
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
、
非
常
に
有
意
義
な

時
間
が
過
ご
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
子
供
達
が
起
床

し
て
か
ら
、
家
族
全
員
で
神
棚
に
参
拝
し
、
ご
飯
を

食
べ
、
身
も
心
も
温
ま
っ
た
所
で
そ
の
日
の
農
作
業

を
始
め
ま
す
。 

今
月
は
ネ
ギ
苗
を
定
植
し
た
所
に
ビ
ニ
ー
ル
ト
ン

ネ
ル
を
張
っ
て
い
く
作
業
を
し
ま
し
た
。
寒
い
中
で
植

え
た
ネ
ギ
は
、
定
植
後
し
ば
ら
く
経
過
し
て
も
ほ
と

ん
ど
育
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
冬
に
出
荷
で
き

る
ネ
ギ
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
ビ
ニ
ー
ル
ト
ン
ネ
ル

の
張
り
方
の
動
画
を
見
な
が
ら
、
注
文
し

て
い
た
資
材
を
使
っ
て
支
柱
を
立
て
、
杭
を

打
ち
、
ビ
ニ
ー
ル
を
か
け
て
い
き
ま
し
た
。

長
男
も
ト
ン
カ
チ
や
ロ
ー
プ
を
持
ち
な
が

ら
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
慣
れ
な
い
作
業

で
戸
惑
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ほ
と

ん
ど
の
ネ
ギ
に
に
ビ
ニ
ー
ル
を
か
け
終
わ

り
、
今
は
ど
の
位
ト
ン
ネ
ル
内
の
ネ
ギ
が
育
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つ
の
か
、
ま
た
病
気
等
に
か
か
っ
て
い
な
い
か
を
観

察
し
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
今
月
は
気
持
ち
よ
く
お
正
月
が
迎
え

ら
れ
る
よ
う
、
畑
の
片
づ
け
や
庭
の
手
入
れ
に
力

を
入
れ
ま
し
た
。
マ
ル
チ
を
は
が
し
た
り
、
庭
の
剪

定
を
し
て
行
く
こ
と
で
、心
も
清
め
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
今
月
特
筆
す
べ
き
三
浦
家
で
変
わ
っ
た

こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
主
人
と
義
弟
は
朝

晩
二
回
の
参
拝
前
に
袴
を
着
用
し
、
服
装
を
整
え

て
か
ら
参
拝
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
参
拝

の
時
間
が
よ
り
厳
粛
な
も
の
と
な
り
、
普
段
は
賑

や
か
な
子
供
達
も
、
そ
の
時
間
だ
け
は
真
剣
に
手

を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
農
作
業
着
も
少
し
ず
つ

「
和
」
を
意
識
し
た
も
の
に
変
え
て
い
ま
す
。
二
つ

目
は
食
事
に
つ
い
て
で
す
。
今
ま
で
は
お
肉
が
メ
イ

ン
の
一
品
物
や
パ
ス
タ
が
多
く
、
家
族
バ
ラ
バ
ラ
に

食
べ
る
こ
と
も
あ
っ
た
三
浦
家
で
す
が
、
今
月
か
ら

は
肉
を
廃
し
、
ご
飯
、
味
噌
汁
、漬
物
、
納
豆
、
魚
と

い
っ
た
和
食
を
家
族
全
員
が
揃
っ
て
か
ら
頂
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ご
飯
が
以
前
よ
り
楽
し
い
時

間
と
な
り
、
賑
や
か
な
家
族
団
ら
ん
の
時
間
は
あ

っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。 

「
豊
」
の
一
字
を
今
年
の
家
族
目
標
に
掲
げ
て

い
た
三
浦
家
で
す
が
、
今
年
一
年
間
家
族
で
農
業

に
勤
し
み
、
家
族
で
様
々
な
こ
と
を
話
し
あ
い
、
心

が
「
豊
」
か
に
な
っ
た
一
年
で
し
た
。
来
年
は
主
人

も
書
い
て
い
た
通
り
、
家
族
で
論
語
の
研
究
に
励
み
、
心
を
「
養
」
う
一
年
に
し
て
ゆ
け
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
来
年
二
月
に
は
義
弟
の
二
人
目
の
子
供
も
出
産
予
定
で
、
ま
す
ま
す
賑

や
か
な
令
和
四
年
と
な
り
そ
う
で
す
。来
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

  

★
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 

 


