
 

 
大
切
な
の
は
、 

お
迎
え
す
る
気
持
ち 

 

【
ど
う
し
て
手
を
合
わ
せ
る
の
？
】 

 
 

さ
て
、
先
月
号
で
は
「
合
掌
」
に
つ
い

て
掲
載
い
た
し
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
補

足
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

「
合
掌
」
と
い
う
の
は
、
古
く
イ
ン
ド
で

行
わ
れ
て
い
た
挨
拶
で
す
。
イ
ン
ド
と
言

え
ば
仏
教
誕
生
の
地
で
あ
り
、
日
本
で
も

流
行
し
て
い
る
「
ヨ
ー
ガ
」
の
発
祥
の
地
。

実
は
こ
の
「
合
掌
」
も
ヨ
ー
ガ
に
あ
る
ポ

ー
ズ
の
一
つ
な
の
で
す
。
ヨ
ー
ガ
を
さ
れ

て
い
る
方
な
ら
、
お
分
か
り
に
な
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
が
、
ヨ
ー
ガ
の
始
め
と
終
わ

り
に
必
ず
す
る
ポ
ー
ズ
が
「
合
掌
」
な
の

で
す
。
ヨ
ー
ガ
の
世
界
で
は
「
合
掌
」
の

事
を
「
ア
ン
ジ
ャ
リ
ー
・
ム
ド
ラ
ー
」
と

言
う
そ
う
で
す
。
ヨ
ー
ガ
で
の
合
掌
は
精

神
的
な
意
味
や
考
え
方
を
表
す
も
の
で
、

各
指
は
チ
ャ
ク
ラ
（
人
間
の
生
命
や
肉
体
、

精
神
の
は
た
ら
き
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
出
入
り
口
の
こ
と
＝

中
国
で
は｢

気
」
）
や
内
蔵
と
繋
が
っ
て
お

り
、
体
や
生
気
に
も
影
響
を
与
え
る
と
い

う
考
え
方
で
す
。
左
手
が
私
達
人
間
の
小 

 

 

さ
な
個
の
意
識
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
に
対
し
、

右
手
が
大
い
な
る
存
在
・
神
仏
様
の
意
識
（
ブ

ラ
フ
マ
ン
）
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
両
手

を
一
つ
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
私
達
と
神
仏

様
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
手
と
手
を
合
わ
せ
る
こ

と
で
、
こ
の
二
つ
を
調
和
さ
せ
、
本
来
の
自

分
に
戻
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
陰
と
陽
の
調

和
。
自
分
と
い
う
小
さ
な
意
識
を
、
大
い
な

る
存
在
と
繋
げ
調
和
さ
せ
る
よ
う
な
思
い

で
、
そ
っ
と
胸
の
前
で
手
を
合
わ
せ
ま
す
。

自
分
の
内
な
る
男
性
性
と
女
性
性
、
右
脳
と

左
脳
、
あ
ら
ゆ
る
二
極
を
調
和
さ
せ
る
と
い

う
の
が
、
ヨ
ー
ガ
で
い
う
「
合
掌
」
で
す
。

実
は
仏
教
の
「
合
掌
」
も
同
じ
様
な
意
味
合

い
に
な
り
ま
す
。 

イ
ン
ド
で
は
食
べ
物
を
運
ぶ
の
は
右
手
、

ト
イ
レ
の
作
法
に
は
左
手
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
、
右
手
は
清
浄
な
手
、
左
手
は
不
浄
の
手

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
数
珠
は
左
の
手
に
持

ち
ま
す
。
理
由
は
お
分
か
り
に
な
ら
れ
ま
し

た
ね
。
不
浄
と
言
わ
れ
る
左
手
を
お
数
珠
で

清
め
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
合
掌
と
い
う
の

は
、
清
浄
で
神
聖
な
右
手
が
あ
ら
わ
す
神
仏

様
と
、
不
浄
の
左
手
が
あ
ら
わ
す
私
達
凡
夫

を
、
ぴ
っ
た
り
と
隙
間
な
く
合
わ
せ
た
形
と

い
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
両
手
を
し
っ
か
り
合

わ
せ
て
「
南
無
（
心
か
ら
仏
様
の
教
え
を
信 

 

 

じ
ま
す
）
」
と
唱
え
る
こ
と
で
、
私
達
は
そ

の
場
で
神
仏
様
と
一
つ
に
な
る
事
が
で
き
る

の
で
す
。
何
よ
り
両
手
を
合
わ
せ
た
姿
で
は

他
に
何
も
出
来
ま
せ
ん
。
合
掌
は
、
一
心
に

祈
る
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。
仏
教

で
は
、
人
間
を
は
じ
め
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る

も
の
に
仏
様
の
心
（
仏
性
）
が
そ
な
わ
っ
て

い
る
と
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め

合
掌
に
は
、
全
て
の
仏
性
に
向
か
っ
て
「
私

は
あ
な
た
を
尊
敬
し
ま
す
」
と
い
う
敬
い
合

う
気
持
ち
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

普
段
何
気
な
く
行
っ
て
い
る
合
掌
も
、
意

味
を
知
る
と
少
し
違
っ
た
も
の
に
感
じ
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
「
い
た
だ
き
ま
す
」

や
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
の
時
に
も
、
感
謝
の

気
持
ち
と
共
に
、
ち
ょ
っ
と
意
識
を
向
け
て

み
て
下
さ
い
ね
。
「
合
掌
」
の
姿
が
至
る
所

で
見
ら
れ
る
世
の
中
っ
て
良
い
で
す
ね
。 

 

【
お
盆
の
時
期
で
す
】 

 

さ
て
、
毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
、「
今
年

も
、
も
う
八
月
の
お
盆
の
時
期
？
年
を
取
る

と
時
間
の
経
つ
の
が
早
い
で
す
ね･

･
･

」
と
、

し
み
じ
み
仰
る
声
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
確

か
に
一
年
一
年
、
時
の
経
つ
感
覚
が
早
く
な

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
医
学
的
に
は

「
刺
激
の
量
が
少
な
い
・
変
化
が
無
い
・
覚

え
て
い
る
こ
と
が
少
な
い
」
と
い
う
事
が
関 

 

 

係
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
最
後
の
「
覚
え 

て
い
る
こ
と
が
少
な
い
」
と
い
う
原
因
は
、 

老
化
現
象
を
感
じ
ま
す
ね
（
笑
）
。
と
い
う 

事
で
、「
時
間
の
流
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（
前 

向
き
）
に
感
じ
る
た
め
に
、
目
標
に
向
か 

っ
て
頑
張
れ
る
新
鮮
な
体
験
」
を
す
る
事 

が
大
切
な
の
だ
そ
う
で
す
。
目
標
を
持
つ 

事
が
良
い
と
い
う
の
は
頭
で
は
分
か
っ
て
い

て
も
、
漠
然
と
し
過
ぎ
て
い
て
、
今
さ
ら 

目
標
な
ん
て
ね
ぇ･

･
･

と
仰
る
方
も
お
い 

で
だ
と
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
「
出
会
い 

に
感
謝
す
る
」
と
い
う
の
も
、
素
晴
ら
し 

い
時
間
の
過
ご
し
方
だ
と
思
い
ま
す
。
た 

だ
漫
然
と
時
間
が
経
過
し
て
い
く
人
生
で 

は
な
く
、
年
を
取
れ
ば
取
る
程
、
年
長
者 

と
し
て
高
等
な
時
間
の
使
い
方
を
な
さ
っ 

て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

【
お
盆
と
は
】 

 

さ
て
さ
て
話
題
を
お
盆
に
戻
し
ま
す
。 

ご
先
祖
様
や
身
近
に
亡
く
な
っ
た
ご
家
族 

の
御
霊
を
、
こ
の
世
に
お
迎
え
す
る
行
事 

が
お
盆
で
す
。
お
盆
に
は
生
家
へ
の
帰
省
、

お
墓
参
り
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
す
る
為 

の
精
霊
棚
の
準
備
な
ど･

･
･

お
盆
は
、
私
達 

日
本
人
に
と
っ
て
大
き
な
年
間
行
事
の
一 

つ
と
言
え
ま
す
。 

お
盆
は
御
先
祖
様
の
霊
や
亡
く
な
っ
た 

 



 
近
親
者
の
霊
を
、
生
前
過
ご
し
た
家
に
迎 

え
て
供
養
す
る
行
事
で
、
正
式
に
は
盂
蘭 

盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）
と
言
い
ま
す
。
お

盆
は
御
霊
を
お
迎
え
す
る
「
迎
え
火
（
十
三

日
）

」
に
始
ま
り
、
お
見
送
り
す
る
「
送
り

火
（
十
六
日
）

」
に
終
わ
り
ま
す
。
元
々
は

イ
ン
ド
や
中
国
を
経
由
し
て
、
飛
鳥
時
代

に
日
本
に
伝
わ
っ
た
仏
教
の
行
事
が
、
日

本
古
来
の
行
事
や
祭
り
と
組
み
合
わ
さ
っ

て
現
在
の
形
に
な
り
ま
し
た
。
お
盆
期
間

中
に
は
家
族
で
集
ま
り
、
ご
先
祖
様
に
日

頃
の
お
礼
の
気
持
ち
を
伝
え
た
り
、
故
人

の
思
い
出
を
語
り
合
っ
た
り
し
た
い
も
の

で
す
。
余
談
で
す
が
、
日
本
に
は
元
来
祖

霊
信
仰
が
あ
り
、
仏
教
伝
来
の
前
か
ら
ご

先
祖
様
を
お
迎
え
す
る
行
事
は
、
年
二
回

行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
亡
く
な
っ
た

方
の
魂
が
帰
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
る
お
盆

と
お
正
月
。
仏
事
が
強
く
な
っ
た
の
が
お

盆
で
、
神
事
が
強
く
な
っ
た
の
が
お
正
月

だ
と
か･

･
･

。 

 

【
お
盆
の
準
備
と
、
し
き
た
り
】 

 
 

そ
れ
に
し
て
も･
･
･

お
盆
の
準
備
に
は

一
体
全
体
何
を
し
て
よ
い
の
か
分
か
ら
な

い
し
、
そ
も
そ
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
な
の
か
な
？
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
重
要
な
の
は
形
で 

 

 

は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
よ
り
大
切
な
の
は
、
お 

迎
え
す
る
気
持
ち
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
踏
ま 

え
て
、
古
く
か
ら
の
し
き
た
り
を
簡
単
に
ご 

紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
な 

さ
っ
て
下
さ
い
。 

お
盆
の
初
日
は
「
迎
え
盆
」
や
「
お
盆
の

入
り
」
と
言
わ
れ
、
夕
方
に
御
先
祖
様
の
魂

が
道
に
迷
わ
ず
戻
っ
て
来
ら
れ
る
様
に
目
印

と
し
て
迎
え
火
を
焚
い
て
、
家
に
お
迎
え
い

た
し
ま
す
。
現
代
で
は
な
か
な
か
見
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
迎
え
火
や
家
に
吊
す

提
灯
の
火
種
は
、
迎
え
盆
の
夕
方
に
お
墓
参

り
に
行
き
、
そ
こ
で
付
け
た
灯
を
提
灯
の
ロ

ウ
ソ
ク
に
移
し
て
頂
い
て
く
る
の
が
一
般
的

で
し
た
。
そ
れ
故
、
お
盆
の
時
期
に
は
綺
麗

な
提
灯
を
下
げ
た
人
が
行
き
交
う
独
特
の
光

景
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
古
き
良
き
日
本
の
匂

い
が
し
ま
す
ね
。 

 

【
キ
ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
で
作
る
精
霊
馬
】 

 

お
盆
を
迎
え
る
前
に
、
様
々
な
飾
り
や
お

供
え
を
準
備
し
ま
す
。
キ
ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
を

使
っ
て
、
割
り
箸
や
、
つ
ま
よ
う
じ
で
足
を

付
け
て
作
る
馬
や
牛
の
飾
り
が
あ
り
ま
す
。

キ
ュ
ウ
リ
の
馬
は
迎
え
盆
に
「
足
の
速
い
馬

に
乗
っ
て
、
早
く
あ
の
世
か
ら
帰
っ
て
来
ら

れ
る
よ
う
に
」
と
、
ナ
ス
の
牛
は
送
り
盆
に

「
足
の
遅
い
牛
に
乗
っ
て
、
ユ
ッ
ク
リ
あ
の 

 

 

世
に
戻
っ
て
い
け
る
よ
う
に
。
こ
の
世
か
ら 

沢
山
の
供
物
を
積
ん
で
楽
に
帰
れ
る
よ
う
に
」

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

【
蓮
や
ホ
オ
ズ
キ
な
ど
の
お
供
え
花
】 

 

お
盆
に
ご
先
祖
様
に
お
供
え
す
る
花
に
決 

ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
期
の
生
花

店
に
は
、
蓮
や
ホ
オ
ズ
キ
の
入
っ
た
お
供
え

花
が
並
び
ま
す
。
蓮
の
花
は
「
花
び
ら
を
船

に
し
て
先
祖
の
霊
が
帰
っ
て
く
る
」
、
ホ
オ

ズ
キ
は
「
先
祖
の
道
を
照
ら
す
提
灯
に
な
る
」

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

【
団
子
な
ど
の
お
供
え
物
】 

お
供
え
の
食
べ
物
は
日
替
わ
り
で
ご
用
意

し
ま
す
。
十
三
日
の
迎
え
盆
に
は
、
あ
ん
こ

付
き
の
「
お
迎
え
団
子
」
。
十
四
日
は
「
お

萩
」
。
十
五
日
は
「
素
麺
」
。
十
六
日
は
「
送

り
団
子
」
と
い
う
白
い
団
子
が
一
般
的
で
す
。

た
だ
し
同
じ
様
な
も
の
を
お
供
え
す
る
ケ
ー

ス
も
あ
り
ま
す
が
、
気
に
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
切
な

の
は
、
お
迎
え
す
る
気
持
ち
な
の
で
す
か
ら
。 

 

【
精
進
料
理
を
作
っ
て
み
よ
う
】 

 

精
進
料
理
と
は
、
殺
生
を
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
仏
教
の
し
き
た
り
に
習
っ
て
、
野

菜
を
中
心
に
作
ら
れ
た
料
理
の
こ
と
。
調
理 

 

 

法
は
五
味
（
甘
い
・
辛
い
・
す
っ
ぱ
い
・ 

苦
い
・
塩
辛
い
）
、
五
色
（
赤
・
白
・
緑
・

黄
・
黒
）
、
五
法
（
生
・
煮
る
・
焼
く
・ 

揚
げ
る
・
蒸
ら
す
）
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。 

流
れ
て
い
く
日
常
の
中
で
、
ひ
と
と
き 

ご
家
族
で
集
い
、
大
切
な
人
を
想
い
な
が 

ら
、
命
の
繋
が
り
を
確
認
す
る
お
盆
を
迎 

え
た
い
も
の
で
す
。 

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

 
 

 

大
谷
の
お
墓
掃
除
終
え
る 

 先
月
二
十
六
日
（
日
）
お
蔭
様
で
無
事
に 

終
わ
り
ま
し
た
。
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

大
谷
墓
掃
除
奉
仕
者
（
順
不
同
・
敬
称
略
） 

住
職
・
舘
弘
之
・
吉
田
富
士
夫
・
吉
田
洋
子
・ 

瀬
川
弘
一
・
伊
藤
宗
治
・
上
野
正
峰 

 
 
 
 
 
 
 

 


