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問　

ご
住
職
は
、
お
正
月
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ま
す
か
？

ま
た
、
お
寺
の
お
正
月
の
飾
り
つ
け
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

住
職　
「
ハ
レ
」
と
「
ケ
」（
晴
（
ハ
レ
）
と
褻
（
ケ
））
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
ハ
レ
」
は
折
り
目
や
節

目
を
指
し
儀
礼
や
祀
り
、年
中
行
事
な
ど
の
非
日
常
で
、「
ケ
」

は
普
段
の
生
活
を
表
し
ま
す
。
節
目
、
節
目
で
晴
れ
を
も
っ

て
き
て
、
リ
セ
ッ
ト
す
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
正
月
は
、
年
が
明
け
る
と
い
う
節
目
の
最
た
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。

　

お
正
月
は
、
も
と
も
と
は
自
然
信
仰
な
ど
か
ら
き
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
農
耕
民
族
で
あ
っ
た
私
た
ち
の

祖
先
が
、
そ
の
年
の
豊
穣
を
司
る
歳
神
様
を
お
迎
え
す
る
こ

と
か
ら
き
て
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
お
寺
で
の
正
月
飾
り
で

は
、
鏡
餅
を
お
供
え
し
た
り
は
し
ま
す
が
、
仏
教
的
に
特
別

な
飾
り
つ
け
を
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
ね
。

問　

浄
土
宗
で
は
、
正
月
の
初
め
、
修
正
会
と
い
う
法
会
が

あ
る
そ
う
で
す
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

住
職　

社
会
の
平
和
と
人
々
の
幸
せ
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
も

の
で
す
。「
修
正
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
新
年
に
向
け
て
の

誓
い
と
祈
り
の
意
味
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
。
西
願
寺
で

は
、
お
寺
の
家
族
だ
け
で
す
が
年
が
明
け
た
夜
中
の
０
時
と

朝
七
時
に
お
勤
め
を
し
て
い
ま
す
。

問　

西
願
寺
に
初
詣
に
来
ら
れ
る
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

「
お
正
月
で
連
想
す
る
も
の
は
？
」
と
い
う
と
、

鏡
餅
、
初
詣
、
お
年
玉
が
上
位
に
く
る
そ
う
で

す
。
お
正
月
に
は
、
有
名
寺
社
に
初
詣
や
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
お
年
玉
が
大
き
な
楽
し

み
で
す
ね
。

お
正
月
の
本
当
の
意
味
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し

ょ
う
。

ご
住
職
に
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

西願寺本堂

丹羽住職
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か
？

住
職　

初
詣
と
い
う
形
で
う
ち
の
お
寺
に
来

ら
れ
る
方
は
少
な
い
で
す
ね
。
や
は
り
皆
さ

ん
有
名
な
大
寺
や
神
社
に
行
か
れ
る
の
で
し

ょ
う
（
笑
）。
勿
論
そ
れ
も
良
い
の
で
す
が
、

や
は
り
、
そ
の
前
に
我
が
家
の
お
仏
壇
に
お

詣
り
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
欲
し
く
な
い
で
す

ね
。

問　

ま
ず
は
、
ご
本
尊
の
阿
弥
陀
さ
ま
や
ご

先
祖
様
に
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
う
こ
と
で
す

ね
？

住
職　

そ
う
で
す
ね
。
仏
壇
の
前
で
手
を
合

わ
せ
る
こ
と
は
、
何
か
を
祈
願
と
い
う
よ
り

は
、
感
謝
の
気
持
ち
を
合
掌
と
い
う
か
た
ち

で
あ
ら
わ
す
こ
と
で
す
。
今
、
私
た
ち
が
こ

う
し
て
こ
こ
に
居
る
の
は
、
何
代
に
も
わ
た

り
命
の
火
を
繋
い
で
き
て
く
れ
た
ご
先
祖
さ

ま
の
お
陰
で
す
。
新
年
の
初
め
に
改
め
て
、

阿
弥
陀
さ
ま
や
ご
先
祖
さ
ま
に
無
事
に
新
し

い
年
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
家
族
み

ん
な
で
お
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

問　

初
詣
の
後
に
お
墓
に
お
参
り
さ
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
ね
。

住
職　

は
い
。

西
願
寺
や
彩

の
都
メ
モ
リ

ア
ル
パ
ー
ク

で
も
元
旦
か

ら
お
参
り
に

み
え
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。「
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
家
族
み
な
無
事
で
正
月
を
迎
え
ま

し
た
」
と
墓
前
に
報
告
す
る
と
、
新
春
ら
し

く
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

問　

新
春
と
言
え
ば
、
西
願
寺
で
の
七
草
粥

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
も
新
春
ら
し
い
行
事
で
す
よ

ね
？　

参
加
さ
れ
る
方
も
増
え
て
き
た
の
で

は
な
い
で
す
か
？

住
職　

徐
々
に
広
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で

す
。
決
め
ら
れ
た
ポ
イ
ン
ト
で
ス
タ
ン
プ
を

も
ら
っ
て
こ
ち
ら
の
ゴ
ー
ル
で
七
草
粥
を
食

べ
る
、
誰
で
も
気
軽
に
参
加
で
き
る
行
事
で

す
の
で
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ
う
で
す
。
参
加

さ
れ
た
方
に
、
記
念
で
そ
の
年
の
干
支
の
根

付
を
差
し
上
げ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

問　

干
支
だ
と
十
二
支
全
て
を
揃
え
た
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
（
笑
）。
最
後
に
、
平

成
二
十
八
年
は
ご
住
職
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
年
に
な
る
こ
と
を
お
望
み
で
し
ょ
う
か
？

住
職　

自
然
や
経
済
も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ

る
の
が
今
で
、
二
十
八
年
が
ど
ん
な
年
に
な

る
か
は
分
ら
な
い
け
れ
ど
、
世
の
中
の
人
み

ん
な
が
穏
や
か
な
気
持
ち
で
過
ご
せ
る
年
に

し
た
い
で
す
ね
。

問　

平
成
二
十
七
年
も
明
る
い
話
題
、
暗
い

ニ
ュ
ー
ス
、
い
ろ
い
ろ
な
事
が
あ
り
ま
し
た

ね
。
新
年
は
気
持
ち
を
新
た
に
清
々
し
く
ス

タ
ー
ト
を
切
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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日
本
で
尊
高
さ
れ
る
中
国
浄
土
教
の
五
人
の
祖
師
「
浄
土
五
祖
」

　

阿
弥
陀
仏
の
名
を
た
だ
一
心
に
と
な
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

と
す
る
〈
称
名
念
仏
〉
を
広
め
た
の
は
北
魏
の
玄
忠
寺
の
僧
曇ど
ん

鸞ら
ん

で
し

た
。
曇
鸞
は
、
イ
ン
ド
の
僧
世せ

親じ
ん

の
『
浄
土
論
』
を
解
説
し
た
『
往
生

論
註
』
を
著
す
一
方
、『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
な
ど
を
紹
介
す

る
こ
と
に
よ
り
中
国
の
民
衆
に
称
名
念
仏
の
す
ば
ら
し
さ
を
説
き
、
中

国
浄
土
教
の
基
礎
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

曇
鸞
の
死
後
、称
名
念
仏
の
系
譜
は
道ど
う
し
ゃ
く綽に

続
き
ま
す
。道
綽
は『
安

楽
集
』
を
著
し
て
、
仏
教
を
〈
聖
道
門
〉
と
〈
浄
土
門
〉
に
分
け
、
曇

鸞
の
教
え
を
さ
ら
に
論
理
づ
け
る
こ
と
で
浄
土
門
に
よ
る
救
い
を
説
き

ま
し
た
。
浄
土
門
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
一
心
に
念
仏
を

と
な
え
て
極
楽
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
悟
り
を
得
よ
う
と
す
る
教
え

と
実
践
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
後
、
道
綽
に
続
く
の
が
、
道
綽
の
弟
子
で
あ
る
善ぜ
ん

導ど
う

で
す
。
善

導
は
、
浄
土
教
の
教
義
体
系
を
ま
と
め
、
ま
た
、『
観
無
量
寿
経
疏
（
観

経
疏
）』
や
『
往
来
礼
賛
偈
』
ほ
か
多
数
の
書
を
著
し
、
中
国
浄
土
教

を
大
成
さ
せ
ま
す
。

　
　

法
然
上
人
は
万
民
救
済
の
道
を
求
め
苦
悩
し
て
い
る
と
き
に
、
善

導
の
『
観
経
疏
』
に
よ
り
忽
然
と
悟
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

善
導
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
中
国
浄
土
教
は
、
善
導
の
弟
子
の
懐え

感か
ん

、

さ
ら
に
少し
ょ
う
こ
う康に
引
き
継
が
れ
、
唐
の
時
代
に
隆
盛
を
み
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

法
然
上
人
は
、
曇
鸞
か
ら
は
じ
ま
る
こ
の
五
人
の
系
譜
を
中
国
浄
土

教
の
正
当
と
し
、
浄
土
五
祖
と
呼
ん
だ
の
で
す
。

イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ

　

最
初
に
中
国
で
翻
訳
さ
れ
た
浄
土
教
の
経
典
は
、『
般は
ん
じ
ゃ
ざ
ん
ま
い
き
ょ
う

舟
三
昧
経
』

で
阿
弥
陀
仏
が
登
場
す
る
最
古
の
経
典
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
国
で
最
初
に
浄
土
教
を
説
い
た
の
は
慧え

遠お
ん

と
い
う
僧
で
『
般
舟
三

昧
経
』
に
則
っ
て
念
仏
に
よ
る
西
方
往
生
を
説
き
ま
し
た
。
四
世
紀
に

な
り
、
慧
遠
の
白
蓮
社
と
い
う
念
仏
結
社
の
結
成
を
も
っ
て
中
国
浄
土

教
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
ま
す
が
、
常
行
三
昧
と
呼
ば
れ
る
一
般
民
衆
に

は
む
ず
か
し
い
と
さ
れ
た
観
想
念
仏
（
精
神
を
統
一
し
阿
弥
陀
仏
を
瞑

想
す
る
念
仏
）
の
修
行
法
ゆ
え
に
民
衆
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
ま
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

シ
リ
ー
ズ
浄
土
宗

　
浄
土
教
を
源
流
と
し
て
そ
の
念
仏

の
教
え
を
受
け
継
い
で
き
た
浄
土
宗
。

浄
土
宗
の
根
本
経
典
の
一
つ
で
あ
る

「
無
量
寿
経
」
は
紀
元
前
二
世
紀
に

イ
ン
ド
で
成
立
し
ま
し
た
。

　
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由
し
て
中
国

へ
伝
え
ら
れ
ひ
ろ
ま
っ
て
い
く
大
乗

仏
教
。
僧
た
ち
は
経
典
を
求
め
命
が
け
で
天
竺
（
イ
ン
ド
）
へ
の

旅
に
出
て
い
き
ま
し
た
。

浄
土
宗
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
Ⅱ

「
中
国
で
の
浄
土
教
」
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お
仏
壇
を
お
参
り
す
る
と
き
に
欠
か
せ
な

い
三
具
足
（
蝋
燭
立
、
香
炉
、
華
瓶
）
は
、

お
仏
壇
に
あ
る
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
っ
て

い
て
そ
の
意
味
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と

は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

灯
明
に
は
ど
ん
な
意
味
が
？

　

お
灯
明
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
と
慈
悲

の
心
を
表
し
て
い
ま
す
。
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
に

は
闇
を
な
く
し
、
周
囲
を
は
っ
き
り
と
見
え

る
よ
う
に
す
る
働
き
が
あ
る
の
で
す
。

　

周
囲
を
明
る
く
照
ら
す
そ
の
光
は
永
く
深

い
私
た
ち
の
心
の
闇
を
も
一
瞬
に
し
て
破
る

智
慧
の
光
明
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
ぬ
く
も
り
で
固
く
閉
ざ
し
た

心
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま

の
慈
悲
の
心
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
す

　

ま
ず
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
点
し
、
次
に
線
香

を
ロ
ウ
ソ
ク
の
火
で
点
火
し
、
香
炉
に
立
て

ま
す
。
直
接
マ
ッ
チ
な
ど
で
線
香
に
火
を
つ

け
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
正

し
く
は
、
ロ
ウ
ソ
ク
か
ら
線
香
に
火
を
つ
け

ま
す
。

　

線
香
の
本
数
は
三
本
あ
る
い
は
一
本
で
、

三
本
は
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
へ
の
供
養
を
あ

ら
わ
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

香
炉
は
灰
が
散
ら
か
っ
て
い
る
こ
と
の
な

い
よ
う
い
つ
も
掃
除
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

ロ
ウ
ソ
ク
や
線
香
の
火
を
消
す
と
き
は
、

口
で
吹
き
消
す
の
で
は
な
く
、
手
な
ど
で
あ

お
い
で
消
す
よ
う
に
し
ま
す
。
人
間
の
口
は
、

と
か
く
悪
業
を
積
み
や
す
く
、
け
が
れ
や
す

い
も
の
な
の
で
、
仏
に
供
え
た
火
を
消
す
に

は
向
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
神
聖
な

仏
壇
の
前
で
、
息
を
ふ
き
か
け
て
消
す
こ
と

は
不
作
法
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ロ
ウ
ソ
ク
、
線
香
な
ど
息
を
吹
き
か
け
て

消
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

花
を
お
供
え
す
る

　

お
仏
壇
の
花
瓶
に
花
を
生
け
る
と
い
う
こ

と
は
、
供
華
と
い
い
盛
華
や
散
華
と
同
じ
よ

う
に
、
仏
さ
ま
に
お
花
を
お
供
え
す
る
こ
と

で
す
。
仏
さ
ま
を
敬
う
心
、
感
謝
の
気
持
ち

か
ら
お
供
え
し
ま
す
。
ま
た
、
仏
前
に
お
供

え
さ
れ
た
仏
華
は
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
の
心
を

あ
ら
わ
す
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
仏
壇
の
花
瓶
に
は
、
四
季
折
々
の
お
花

を
生
け
枯
れ
て
し
ま
っ
た
お
花
は
す
み
や
か

に
片
付
け
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

浄
土
宗
実
践
教
室

「
灯
明
の
意
味
」

暮らしの中の

仏教語「相続」【そうぞく】

　相続と言う言葉を聞くと思い浮かぶのは相続税のこと？　
最近では「遺産相続」などとＴＶドラマのタイトルにも…。
　相続とは、法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の
親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継することや、 
家督・地位などを受け継ぐことをいいますが、仏教では因果

（原因と結果）が連続して途切れないことを表す言葉として
使われます。法然上人のお言葉に「一食（いちじき）のあい
だに、三度ばかりおもいいでんはよき相続にて候」というお言葉があります。
ここでの相続とは「南無阿弥陀仏」とお念仏を絶やすことなく称えること。お
念仏の相続ということです。仏教の「相続」は永遠に続くのです。
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西願寺 平成27年度東日本大震災復興支援十三夜お月見チャリティーコンサート開催報告
　去る、10月23日、西願寺
本堂にて恒例となったお月
見チャリティーコンサート
が開催されました。今回は
オペラ歌手の並木隆博さん、
衣笠千恵子さん、ピアニス
トの杉山潤子さんによる秋
の夜のコンサートでした。

　西願寺では、節分会法要を開催い
たします。当日は、厄払い法要の後、
関取による豆まきが行われます。
　平成28年度に前厄、本厄、後厄
にあたる善男善女の方は是非お申込
みご参加ください。
冥加料 10,000円

（祈祷料、会食代）
日時　平成28年2月3日(水）
10：00	 受付　　　
10：30	 節分会
	 法要
11：30	 豆まき　　

※	尚、豆まきのみのご参加は、浄財
としてお賽銭（灯明料）をお願い
いたします。

厄払い節分会法要
（豆まき）のご案内

　新年開運七草粥の会も今年で３年目を迎えました。どなたでも参
加できる楽しい行事です。お気軽にご参加ください。７カ所の神社
寺院をめぐり御朱印をいただきます。

　ゴールの西願寺では記念品が手渡され、開運七草粥が振る舞わ
れます。
日　時　平成28年1月7日㈭
　　　　10：00から12：00の時間内で巡っていただきます
参加費　100円（※保険料として）

遊馬・柳島 七福神めぐりウォーキング
（新年開運七草粥の会）のご案内

Q & A
2016年は閏年（うるうどし）ですが、閏
年にお墓を建てたり、仏壇を買うのは良く

ないと言われました。なぜですか？

それは、江戸時代のある習慣からきていま
す。現在、私たちは太陽暦により、4年に

1度の閏年は閏日が挿入され1年を366日として
います。しかし、江戸時代は旧暦（太陰暦）で1
年を計り閏年は1ヵ月多い13ヵ月としていまし
た。その頃、武士などの給金はほとんど年払いで
閏年には同じ給金でいつもより一月（ひとつき）
多い13ヵ月の生活をしなければなりません。そ
の為、藩主は家臣の出費を抑えさせるため、閏年
は仏壇などの新調を控えるようにさせたそうで
す。つまり、閏年にお墓の建立や、仏壇の新調が
良くないと言われているのは、江戸時代の節約の
習慣からきているものなのです。本来の意味を知
ると迷信に惑わされず過ごすことができますね。

Q

A
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■
お
便
り
募
集
■

編
集
部
で
は
皆
さ
ま
か
ら
の
お
便
り
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
仏
事
の
疑
問

や
悩
み
ご
と
、
身
近
な
で
き
ご
と
や
日
頃
感
じ
て
い
る
こ
と
、
川
柳
な
ど
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

◆
イ
オ
株
式
会
社

　

西
願
寺
・
彩
の
都
メ
モ
リ
ア
ル
パ
ー
ク
通
信
「
さ
ん
が
」
編
集
部

　

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
四
‐
七
‐
十
一 

カ
ク
タ
ス
飯
田
橋
ビ
ル
７
Ｆ

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
３
（
３
２
６
５
）
１
３
９
２　

M
ail

：info@
io-co.net

■
次
号
予
告

次
号
は
平
成
二
十
八
年
二
月
発
行
予
定
の
「
春
の
お
彼
岸
号
」
で
す
。

各行事の参加申し込み・お問合せは
西願寺までご連絡ください

TEL. 048-925-1723
FAX. 048-925-1789

掲 示 板

年ごとの命日を祥月命日といい、年回にあたった
年の、この日に行う法要が年回（年忌）法要です。
この法要では亡くなった方とご縁のある方が集ま
り、故人を偲びながらお勤めします

1周忌	 平成27年逝去
3回忌	 平成26年逝去
7回忌	 平成22年逝去
13回忌	平成16年逝去
17回忌	平成12年逝去
23回忌	平成6年逝去
27回忌	平成2年逝去
33回忌	昭和59年逝去

37回忌	昭和55年逝去
50回忌	昭和42年逝去
100回忌	 大正6年逝去

平成28年　年回表彩の都メモリアルパーク
管理事務所

年末年始休業のお知らせ
◆年末年始休業日◆

平成27年12月30日（水）〜
平成28年１月３日（日）

　年末年始の休業期間は管理事務
所における事務手続き、電話問い
合わせなどの業務はおこなえませ
ん。
　尚　墓所へのお参りは通常通り
開門しておりますのでご自由にい
らしてください。

※1月 1日㈮ 

◎1月 7日㈭ 

◎2月 3日㈬
※2月15日㈪
◎3月18日㈮ 
 〜24日㈭
※4月 8日㈮
◎7月13日㈬ 
 〜16日㈯
◎8月 7日㈰
◎8月13日㈯ 
 〜16日㈫
◎8月18日㈭
◎9月19日㈪ 
 〜25日㈰
◎10月14日㈮
※11月23日㈬ 

※12月 8日㈭
※12月25日㈰

毎月25日は念仏会を開いております
◎印は予定をたてて是非ご参詣ください。
※�印は現在、寺だけで自主的に行っている法要＝おつとめ
です。

西願寺　平成28年　年間行事案内
修正会（新年をむかえての法要＝
おつとめ）
七福神めぐりウォーキング（新年
開運七草粥の会）
厄払い節分会法要　
涅槃会（お釈迦さまの命日）
春の彼岸会 

潅仏会（花まつり）
お盆会（東京棚経） 

合同新盆供養
旧盆会 

（地元棚経）
大施餓鬼会
秋の彼岸会 

第７回十三夜お月見コンサート
十夜会（念仏をとなえて善根をつ
む法要＝おつとめ）
成道会（お釈迦さまのお悟りの日）
仏名会（念仏をとなえて一年を反
省する法要＝おつとめ）



◆
編
集
後
記
◆

　

今
年
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
は
日
本
人
の
活
躍
が
目
を

引
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
政
治
の
世
界
は
相
変
わ
ら
ず
混

乱
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
平
成
27

年
は
ど
の
よ
う
な
年
で
し
た
か
？ 

毎
年
、
年
末
に
な
る

と
「
一
年
を
振
り
返
っ
て
」
と
い
う
お
話
し
を
聞
く
機
会

が
多
く
な
り
ま
す
。
目
標
を
達
成
で
き
た
こ
と
、
出
来
な

か
っ
た
こ
と
様
々
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ご
住
職
が
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
際
に
、
お
正
月
は
リ
セ
ッ
ト
の
意
味
が
あ
っ
た

の
で
は
…
と
お
話
し
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
新
年
に
誓
い
を

た
て
て
1
年
を
送
っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
人
は
日
常
生
活

の
中
で
ま
た
煩
悩
に
ま
み
れ
て
し
ま
う
も
の
、
お
正
月
に

ま
た
気
持
ち
を
立
て
直
し
て
新
し
い
1
年
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
る
こ
と
だ
と
伺
い
、
こ
れ
ま
で
を
な
か
っ
た
事
に
す
る

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
去
年
ま
で
を
踏
ま
え
、
そ
し
て

一
つ
階
段
を
上
が
り
成
長
し
新
た
に
始
ま
り
と
す
る
事
な

の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
創
刊
か
ら
７
年
目
の
「
さ
ん
が
」
で
す
が
、
ま

だ
ま
だ
成
長
中
！　

ま
っ
さ
ら
な
気
持
ち
で
平
成
28
年
の

ス
タ
ー
ト
を
き
っ
て
「
も
っ
と
充
実
の
紙
面
作
り
」
を
心

が
け
ま
す
。
新
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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