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二
月
七
日
（
月
）
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
月
曜
朝
礼

を
行
い
ま
し
た
。 

 

 
 

先
週
の
二
月
三
日
は
節
分
。
四
日
は
立
春
。
も
う

カ
レ
ン
ダ
ー
の
上
で
は
、
春
で
す
ね
。
三
日
の
日
、

豆
ま
き
を
し
た
人
は
い
ま
す
か
。そ
も
そ
も
な
ん
で
、

「
豆
」
を
ま
く
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。 

 

そ
の
昔
、
京
都
の
鞍
馬
と
い
う
所
の
奥
に
、
人
々

を
苦
し
め
る
鬼
が
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。
毘
沙
門
天

（
仏
教
の
神
様
）
が
七
人
の
賢
者
を
呼
び
、
三
石
三

斗
（
500
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
）
の
大
豆
で
、
鬼
の
目
を

打
て
。
そ
う
す
れ
ば
鬼
を
退
治
で
き
る
と
教
え
て
く

れ
た
の
で
、
お
か
げ
で
無
事
に
鬼
を
退
治
で
き
た
と

い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

な
ん
で
大
豆
＝
豆
な
の
か
。
君
た
ち
の
中
に
は
、

「
先
生
、
ド
ン
グ
リ
の
方
が
と
が
っ
て
い
て
、
武
器

に
な
り
ま
す
。
」
と
か
、
「
そ
れ
を
言
う
な
ら
、
栗

の
方
が
大
き
く
て
い
い
。
」
と
か
、
「
栗
よ
り
も
イ

ガ
の
方
が
強
烈
。
」
な
ん
て
考
え
る
人
が
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

 

「
鬼
」
と
い
う
「
魔
物
」
の
「
目
」
を
打
つ
の
で
、

「
魔
目
＝
ま
め
」
が
ピ
ッ
タ
リ
。
あ
る
い
は
、
豆
が

「
魔
滅
」
に
通
じ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
豆
を
ま

い
た
よ
う
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

と
こ
ろ
で
、
「
大
豆
」
は
、
「
枝
豆
」
と
同
じ
物

と
い
う
よ
り
、
「
枝
豆
」
が
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
燥
し
た

物
が
「
大
豆
」
だ
と
知
っ
て
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、

枝
豆
の
ミ
イ
ラ
が
大
豆
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

大
豆
か
ら
は
何
が
作
ら
れ
る
の
か
も
、
も
う
知
っ

て
い
ま
す
ね
。
ま
ず
は
形
か
ら
想
像
で
き
る
物
、
そ

う
、
「
納
豆
」
。
形
は
変
わ
っ
て
い
る
物
で
、
白
く

て
四
角
い
、
そ
う
、
「
豆
腐
」
。
五
年
生
が
家
庭
科

で
作
る
「
み
そ
」
も
大
豆
が
原
料
。
「
み
そ
」
と
言

え
ば
「
し
ょ
う
ゆ
」
。
こ
れ
も
大
豆
が
原
料
で
す
ね
。

案
外
気
が
つ
か
な
い
の
が
、
お
正
月
、
お
餅
に
つ
け

て
食
べ
た
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
「
き
な
粉
」
。

そ
れ
に
、
韓
国
料
理
で
出
る
豆
の
つ
い
た
「
も
や
し
」

も
大
豆
か
ら
作
り
ま
す
。
大
豆
を
土
に
埋
め
ず
、
日

に
も
当
て
ず
、
水
だ
け
で
育
て
る
と
、
大
豆
か
ら
芽

が
出
て
「
も
や
し
」
に
な
り
ま
す
。 

  

「
節
分
」
で
は
、
た
だ
の
「
大
豆
」
で
は
な
く
、

煎
っ
た
大
豆
を
ま
き
ま
す
。
こ
れ
も
言
い
伝
え
が
あ

り
ま
す
。
新
潟
県
の
佐
渡
島
で
、
暴
れ
ま
わ
る
鬼
と

神
様
が
「
か
け
」
を
し
て
、
夜
の
う
ち
に
島
の
山
に

百
段
の
石
段
を
作
れ
た
ら
、
鬼
の
勝
ち
と
す
る
と
い

う
条
件
を
出
し
ま
す
。
夜
も
更
け
て
、
間
も
な
く
夜

明
け
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
何
と
鬼
は
九
十
九
段
の
階

段
を
作
っ
て
い
た
と
か
。
神
様
は
一
計
を
案
じ
、
ニ

ワ
ト
リ
の
鳴
き
声
の
ま
ね
を
し
ま
す
。
そ
れ
に
つ
ら

れ
て
辺
り
の
ニ
ワ
ト
リ
が
一
斉
に
鳴
き
だ
し
、
鬼
は

朝
に
な
っ
た
と
思
い
、
降
参
。 

 

あ
ま
り
の
悔
し
さ
に
、
「
豆
の
芽
が
出
る
こ
ろ
、

ま
た
来
る
ぞ
！
」
と
捨
て
ぜ
り
ふ
を
残
し
て
去
り
ま

す
。そ
れ
を
聞
い
た
神
様
が
、芽
が
出
ぬ
よ
う
に
と
、

人
々
に
豆
を
煎
る
よ
う
に
命
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
煎

っ
た
大
豆
を
ま
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

  

昔
の
人
た
ち
は
、
目
に
見
え
な
い
ウ
イ
ル
ス
か
ら

う
つ
る
病
気
や
、
訳
の
分
か
ら
な
い
こ
と
が
起
こ
る

と
、
鬼
の
仕
業
と
考
え
た
よ
う
で
す
が
、
案
外
馬
鹿

に
で
き
な
い
知
恵
で
す
。
人
間
の
脳
は
、
目
に
見
え

な
い
物
を
怖
が
る
こ
と
が
苦
手
な
の
だ
そ
う
で
す
。

見
え
な
い
物
を
見
え
る
化
、
つ
ま
り
、
「
鬼
」
の
よ

う
な
形
の
あ
る
物
に
置
き
換
え
る
。見
え
る
物
だ
と
、

そ
れ
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
安
心
が
で
き
る
。
つ
ま
り

自
分
が
安
心
す
る
た
め
に
、
「
目
に
見
え
る
悪
者
」

を
探
す
と
い
う
癖
が
あ
る
よ
う
な
の
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
本
当
に
悪
い
の
は
、
目
に
見
え
な
い

ウ
イ
ル
ス
な
の
で
す
が
、
目
に
見
え
る
「
病
気
に
か

か
っ
た
人
」
を
攻
撃
し
て
安
心
す
る
よ
う
な
癖
が
、

脳
に
は
あ
る
の
で
す
。
脳
の
お
か
し
な
癖
を
跳
ね
返

し
、
病
気
に
な
っ
た
人
が
ど
れ
ほ
ど
苦
し
ん
で
い
る

の
か
、
ど
ん
な
に
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
の
か
、
思

い
を
は
せ
ら
れ
る
の
が
正
し
い
立
教
生
で
す
。
「
人

の
痛
み
に
敏
感
に
共
感
で
き
る
人
を
生
み
育
て
る
。」

と
い
う
こ
と
が
、立
教
学
院
の
目
標
で
あ
る
こ
と
を
、

こ
こ
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

 

自
分
自
身
や
家
族
の
感
染
予
防
に
力
を
尽
く
し
、

十
一
日
か
ら
の
三
連
休
、
く
れ
ぐ
れ
も
体
調
管
理
に

気
を
つ
け
て
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。 

（
立
教
小
学
校
校
長 

田
代 

正
行
） 


