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護
持
会
の
改
選
で
、
三
期
九
年
間
お
勤
め
頂
い
た

山
下
一
会
長
が
退
任
さ
れ
、
新
し
く
伊
東
修
会
長
が

選
ば
れ
ま
し
た
。
伊
東
会
長
は
、
こ
れ
ま
で
九
年
間

副
会
長
と
し
て
、
山
下
会
長
を
補
佐
し
て
き
ま
し
た
。 

 

◎ 

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。[

敬
称
略] 

[

護
持
会
長]  

総
代 

伊
東
修 

 

[

副
会
長]  

 

総
代 

杉
山
勲 

[

総
代]  

森
野
道
雄
、
室
野
義
雄(

世
話
人
代
表) 

[

世
話
人[  

(

元
村)

伊
東
徹
、
伊
東
由
廣
、 

伊
東
幸
二
、(

小
川)

室
野
義
雄
、 

 

(

清
水)

小
塚
建
治
、
山
下
秀
治
、
土
屋
正
次
、

(

西)

佐
藤
薫
、
佐
藤
敏
明 

     

今
年
の
中
伊
豆
立
正
会
、
法
住
寺
の
当
番
は
七
月

で
あ
っ
た
。
境
内
に
ち
ょ
う
ど
咲
い
た
半
夏
生
を
一

輪
、
ご
宝
前
に
お
供
え
し
た
。 

 

暦
で
は
七
月
二
日
が
半
夏
生
、
こ
の
時
節
に
な
る

と
、
上
部
の
葉
が
白
く
な
る
。
昔
は
こ
の
時
節
、
半

夏
生
の
葉
が
白
く
な
る
ま
で
に
田
植
え
を
終
え
、
農

休
み
を
と
っ
た
の
だ
と
い
う
。 

 
 
 
 

✻ 

ご
宝
前
の
半
夏
生
を
本
堂
い
っ
ぱ
い
の
皆
さ
ん

に
見
て
も
ら
う
。「
半
夏
生
」
こ
の
季
節
に
ぴ
っ
た

り
の
字
、「
は
ん
げ
し
ょ
う
」
素
敵
な
名
前
で
あ
る
。

一
輪
ざ
し
も
良
い
、
楚
々
と
し
た
美
し
さ
が
あ
る
。

素
敵
な
花
で
あ
る
。 

「
と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
、
半
夏
生
は
ド
ク
ダ
ミ
の
仲
間

な
ん
で
す
」
と
言
う
と
、
会
場
は
「
え
ぇ
～
っ
！
」、

意
外
と
い
っ
た
反
応
だ
っ
た
。
ド
ク
ダ
ミ
は
根
を
深

く
張
り
繁
殖
力
旺
盛
、
畑
な
ど
に
出
よ
う
も
の
な
ら

大
変
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
に
し
た
ら
、
ひ
と
夏
で
ド

ク
ダ
ミ
畑
に
化
す
程
で
、
厄
介
も
の
な
の
だ
。 

 

楚
々
と
し
て
素
敵
な
花
と
見
て
い
た
花
が
、
ド
ク

ダ
ミ
の
仲
間

と
な
る
と
見

方
が
変
わ
る
。

当
の
半
夏
生

は
何
も
変
化

し
て
な
い
の

だ
が
、
ド
ク
ダ

ミ
は
厄
介
者
と
い
う
知
識
や
意
識
に
よ
っ
て
見
方

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。 

 
 
 

✻ 

 

翌
日
は
祈
願
会
、
大
勢
の
皆
さ
ん
で
一
心
に
お
経

を
読
み
お
題
目
を
あ
げ
て
汗
を
流
し
た
。
そ
し
て
昨

日
と
同
じ
よ
う
に
半
夏
生
を
見
て
も
ら
っ
た
。 

感
想
を
聞
く
と
、
一
人
の
青
年
が
「
寂
し
そ
う
」

と
答
え
た
。
花
の
名
前
は
知
ら
ず
、
初
め
て
半
夏
生

を
見
た
の
だ
。
だ
か
ら
何
の
先
入
観
も
持
た
ず
、
自

分
の
目
で
見
た
、
良
い
感
性
だ
と
思
っ
た
。
確
か
に

花
は
目
立
た
な
く
寂
し
げ
で
あ
る
。
だ
か
ら
葉
を
白

く
し
て
受
粉
の
虫
を
呼
ぶ
の
だ
そ
う
だ
。 

 

私
た
ち
は
花
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
と
「
あ
あ
、

半
夏
生
ね
」
と
う
な
づ
き
、
花
そ
の
も
の
を
見
て
い

な
い
こ
と
が
あ
る
。
知
識
で
確
認
し
て
、
心
で
見
て

な
い
の
だ
。
花
の
名
前
を
知
る
こ
と
は
と
て
も
楽
し

い
こ
と
な
の
だ
が
、
時
に
知
識
や
意
識
は
感
性
を
鈍

ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。 

 
 
 
 

✻ 

 

小
林
秀
雄
の
話
は
印
象
に
残
る
。 

『
✍
私
は
生
来
、
オ
バ
ケ
の
話
を
す
る
の
が
好
き

で
、
又
至
っ
て
謙
虚
な
る
態
度
を
も
っ
て
、
こ
の
方

面
の
知
識
を
求
め
続
け
て
い
た
。
そ
れ
が
近
頃
は
、

ふ
つ
と
そ
の
試
み
を
断
念
し
て
し
ま
っ
た
訳
は
、
一

言
で
言
う
な
ら
ば
相
手
が
悪
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
先
ず
最
も
通
例
の
受
返
事
は
、
一
応
に
や
り
と

 

――  １  ―

― 

ご
宝
前
の
半
夏
生 



昌子寺庭の山務日誌より 

笑
っ
て
か
ら
、
全
体
オ
バ
ケ
と
い
う
も
の
は
有
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
と
来
る
。 

✍
精
神
と
い
ふ
も
の
は
、
い
つ
で
も
僕
等
の
意
識

を
超
え
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
事
を
は
っ
き
り
考

え
る
な
ら
、
霊
魂
不
滅
の
信
仰
も
、
と
う
の
昔
に
滅

ん
だ
迷
信
と
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る

の
で
す
。』 

 
 
 
 

✻ 

 

知
識
や
意
識
に
凝
り
固
ま
ら
ず
、
素
直
で
柔
軟
な

心
で
見
た
り
、
魂
で
感
じ
た
り
し
た
い
も
の
だ
。
お

盆
の
季
節
、
ご
先
祖
さ
ま
の
霊
魂
が
お
帰
り
に
な
る
。

私
た
ち
が
本
来
持
っ
て
い
る
素
直
で
柔
軟
な
心
で

感
謝
の
ご
供
養
を
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

  
 

 

今
年
の
五
月
の
花
ま
つ
り
は
〞
中

伊
豆
コ
ー
ル
あ
じ
さ
い
〟
に
お
願
い

し
、
ご
本
尊
さ
ま
の
前
で
歌
わ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
日
本
の
叙
情
歌
ふ
る
さ
と

等
、
た
く
さ
ん
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に

聞
い
て
頂
い
て
、
ま
た
一
緒
に
歌
う
こ

と
も
で
き
、
団
員
は
大
感
激
致
し
ま
し
た
。
歌
い
始

め
て
間
も
な
く
、
不
思
議
な
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

何
と
小
鳥
た
ち
が

お
堂
の
周
り
に
い

っ
ぱ
い
集
ま
っ
て

き
て
、
美
し
く
さ

え
ず
っ
て
い
る
の

で
す
。
お
寺
の
杜

に
は
、
う
ぐ
い
す

や
色
々
な
小
鳥
た

ち
が
住
ん
で
い
る

の
で
す
が
、
そ
れ

こ
そ
皆
で
集
ま
っ

て
、
ま
さ
に
一
緒
に
歌
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え

ず
る
の
で
す
。 

 
 
 
 

✻ 

 
私
は
指
揮
を
と
り
な
が
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
が
感

応
な
の
だ
！
と
心
が
震
え
ま
し
た
。
ど
ん
な
に
大
き

な
立
派
な
ホ
ー
ル
で
演
奏
し
て
も
こ
う
い
う
こ
と

は
起
こ
ら
な
い
。
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
不
可
思
議

な
〞
真
実
〟
に
胸
打
た
れ
ま
し
た
。 

 
 
 
 

✻ 

『
仏
さ
ま
は
み
そ
な
わ
す
』、
拙
い
な
が
ら
も
一
生

懸
命
に
歌
う
衆
生
と
、
一
心
に
聴
い
て
く
れ
る
衆
生

と
、
そ
し
て
集
ま
っ
て
き
て
一
緒
に
さ
え
ず
る
小
鳥

と
い
う
衆
生
と
を
、
や
は
り
見
て
い
て
下
さ
る
の
だ

と
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。 

 

  

本
堂
積
立
会
計
が
終
了
し
、
新
し
い
役
員
会
発
足

を
機
に
、
お
寺
に
対
す
る
ご
意
見
を
聞
い
て
、
改
善

で
き
る
こ
と
は
し
よ
う
と
、
各
地
区
で
懇
談
会
が
開

か
れ
ま
し
た
。
各
地
区
の
取
り
ま
と
め
を
七
月
役
員

会
で
行
い
、
九
月
に
検
討
し
十
月
の
お
会
式
総
会
に

は
具
体
的
な
提
案
を
す
る
予
定
で
す
。 

  
 

  

地
区
懇
談
会
で
志
納
金
に
つ
い
て
意
見
、
質
問
が

出
ま
し
た
の
で
、
歴
史
等
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。 

[

志
納
金
は
、
ど
の
よ
う
に
出
来
た
の
で
す
か] 

 

先
代
、
日
雄
上
人
が
法
住
寺
に
入
山
し
た
の
は
昭

和
二
十
五
年
の
春
、
戦
後
の
困
窮
期
で
し
た
。
境
内

周
辺
は
う
っ
そ
う
と
し
、
庫
裏
は
雨
漏
り
し
た
り
、

渡
り
廊
下
は
床
が
抜
け
た
り
、
本
堂
の
壁
も
よ
く
剥

が
れ
た
り
し
ま
し
た
。
こ
の
時
代
は
ど
こ
の
お
寺
も

家
も
そ
ん
な
感
じ
で
し
た
。 

徐
々
に
経
済
が
安
定
し
て
く
る
と
、
自
分
た
ち
の

お
寺
を
良
く
し
よ
う
と
、
ご
寄
付(

志
納)

し
て
下
さ

る
方
が
出
て
き
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
代
の
記
録
を

み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

[

昭
和
二
十
七
年]  

本
堂
大
幕(

世
話
人
一
同)

、
大

時
計
、
金
三
万
円
、
七
条
袈
裟
、
と
っ
く
り8

0

、 

[

昭
和
二
十
八
年]  

本
堂
内
陣
壁
塗
り
、
茶
碗5

0

・
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花
ま
つ
り 

「
中
伊
豆
コ
ー
ル
あ
じ
さ
い
」 



大
中
小
皿
各5

0
(

檀
家
一
同)

、
大
提
灯
・
座
布
団(

題

目
講)
、
山
門
外
灯
、
雨
傘
五
本
、 

[

昭
和
二
十
九
年]  

本
堂
蛍
光
灯
一
本
、
ツ
ツ
ジ 

 

昭
和
三
十
年
代
に
は
、
テ
ー
ブ
ル
、
電
灯
、
団
扇

太
鼓
、
仏
具
等
、
現
物
奉
納
が
多
い
の
で
す
が
、
金

十
万
円
等
お
金
の
奉
納
が
出
て
き
ま
す
。 

 

昭
和
四
十
年
代
に
な
る
と
、
皆
さ
ん
の
生
活
が
経

済
的
に
豊
か
に
な
り
、
だ
ん
だ
ん
志
納
し
て
下
さ
る

方
が
増
え
ま
す
。
仏
具
等
が
揃
っ
て
き
た
の
で
、
現

物
で
な
く
お
金
で
寄
付
し
て
も
ら
い
、
貯
め
て
ま
と

ま
っ
た
使
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
お
寺
を
良
く
し
よ
う
と
志
納
金
が
一

般
化
し
て
き
ま
し
た
。 

[

会
計
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か] 

 

 

ご
寄
付
で
す
か
ら
「
志
納
金
会
計
」
と
し
て
独
立

し
た
会
計
を
持
っ
て
い
ま
す
。
護
持
会
の
会
計
係
が

担
当
し
監
査
を
経
て
護
持
会
総
会
で
報
告
し
、
檀
家

各
家
に
お
届
け
し
て
い
ま
す
。
会
計
は
ガ
ラ
ス
張
り

に
努
め
て
お
り
、
ど
れ
だ
け
の
ご
志
納
金
が
あ
っ
た

か
、
何
に
使
用
し
た
か
を
、
皆
さ
ん
に
共
有
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。 

「
お
布
施
」
は
法
要
や
日
々
の
ご
回
向
、
山
務
に
対

す
る
住
職
へ
の
お
礼
・
志
し
で
す
。
こ
れ
は
志
し
で

す
か
ら
金
額
は
決
め
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
お
葬
儀

の
場
合
、
目
安
が
欲
し
い
と
の
声
が
出
て
い
ま
す
。 

[

何
に
使
っ
て
い
ま
す
か] 

 

お
寺
の
建
物
や
境
内
周
辺
の
諸
整
備
、
仏
具
・
法

衣
、
建
物
共
済
等
に
使
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
の
大
き
な
も
の
で
は
、
第
二
墓
地
の
三

次
に
渡
る
造
成
、
第
一
墓
地
参
道
舗
装
、
境
内
拡
張

等
が
あ
り
ま
す
。 

平
成
十
六
年
の
台
風
で
山
門
脇
の
大
樹
が
倒
れ
、

セ
ギ
が
崩
れ
ま
し
た
が
、

志
納
金
の
積
立
が
あ
っ

た
の
で
、
石
積
み
工
事

を
直
ぐ
に
行
い
大
水
に

備
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。 

 

昨
年
は
石
段
の
補
修
、

山
門
周
辺
整
備
を
行
い

ま
し
た
。
本
堂
前
の
石

段
は
地
域
の
文
化
財
で

す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も

大
切
に
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
今

年
は
、
第
一
墓
地
の
壁

工
事
、
第
二
墓
地
の
駐

車
場
舗
装
、
焼
却
炉
工

事
を
行
い
ま
し
た
。 

建
物
共
済
も
志
納
金

か
ら
毎
年
出
し
て
い
ま

す
。
本
来
、
護
持
会
会

計
で
出
す
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
護
持
会
会

計
で
は
賄
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
毎
年
、

総
会
で
資
料
を
配
布
し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ

い
。 

[

こ
れ
か
ら
志
納
金
は
ど
う
な
り
ま
す
か] 

 

本
堂
建
設
と
い
う
大
事
業
は
終
わ
り
ま
し
た
が
、

時
代
に
あ
わ
せ
た
整
備
も
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
地
震
等
の
災
害
に
備
え
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
長
い
歴
史
の
中
で
皆
さ
ん
の
ご
先
祖
さ
ま
が

築
き
上
げ
て
き
た
こ
と
、
皆
さ
ん
の
共
有
財
産
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
無
理
を
し
過
ぎ
な
い
よ
う
に
と
思
い
、

役
員
会
で
検
討
し
総
会
に
提
案
し
て
い
き
ま
す
。 

 

✪
七
面
山
登
詣 

 

五
月
二
五
、

二
六(

土
、

日)

、
今
年
も
実
施
。
ご
来

光
を
拝
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
当
に
良
い
お
詣

り
で
し
た
。 

 
 ✪

境
内
整
備
作
業 

 

夏
の
境
内
整
備
作
業
は
元
村
③
の
皆
さ
ん
が
境

内
周
辺
の
草
刈
り
作
業
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

何
時
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

秋9
.1

5
 

元
村
① 

年
末 

西 
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右 

第
１
墓
地 

壁
工
事 

左 

第
２
墓
地 

駐
車
場
舗
装
、
焼
却
炉 



御
志
納
金
［
四
月
～
七
月
］ 

西 
 

杉
山 

修 

殿 

尊
母
葬
儀
砌 

小
川 

鈴
木
佳
和 

殿 

尊
父
葬
儀
砌 

横
浜 

伊
東
伸
孝 

殿 

愛
妻
葬
儀
砌 

西 
 

佐
藤 

雄
一
殿 

尊
父
五
十
回
忌
砌 

清
水 

加
藤
正
喜 

殿 

尊
母
葬
儀
砌 

元
村 

飯
田
政
春 

殿 

尊
母
三
回
忌
砌 

杉
原
美
智
子
殿 

夫
君
寿
量
の
塔
納
骨
砌 

木
原
殿
、
尾
崎
殿
、
清
水
殿
、
今
井
殿 

 

寿
量
の
塔
納
骨
砌 

[

地
区
懇
談
会
等
で
志
納
金
額
は
出
さ
な
い
方
が

よ
い
と
の
声
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
に

し
て
み
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
聞
き
な
が

ら
変
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。] 

✪
お
盆
施
餓
鬼
会 

八
月
三
日(

土)

午
後
三
時 

✪
子
供
寺
子
屋 

八
月
七
、
八
日(

土
、
日) 

✪
伊
豆
連
合
大
題
目 

 

九
月
二
十
九
日(
日) 

会
場 

法
住
寺 

✪
池
上
お
会
式
万
灯 
十
月
十
二
日 

子
供
万
灯
も
白
龍
会
と
一
緒
に
参
加
し
、
お
祭 

り
を
楽
し
み
ま
す
。 

 

 
 

先
日
、
あ
る
若
者
か
ら
「
お
盆
が
近
く
な
り
ま

し
た
。
お
盆
の
時
に
営
む
、
お
施
餓
鬼
供
養
っ
て
な

ん
で
す
か
？
」
と
一
通
の
メ
ー
ル
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ん
に
と
っ
て
仏
事
は
、
何
故
？
何
の
為
に
？

と
い
う
疑
問
が
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
何
を
す
る
に

せ
よ
、
何
故
こ
う
す
る
の
か
が
「
解
っ
て
い
る
」
と

「
い
な
い
」
で
は
大
違
い
。
少
し
解
る
だ
け
で
も
、

一
つ
一
つ
の
こ
と
に
、
と
て
も
深
み
が
出
て
き
ま
す
。 

 
 
 
 

✻ 

 

施
餓
鬼
供
養
と
は
、
餓
鬼
に
施
し
供
養
す
る
こ
と
。

地
獄(

苦
・
怒
の
世
界)

、
餓
鬼(

飢
え
・
貪
り
・
執
着

の
世
界)

、
畜
生(

理
性
の
効
か
な
い
本
能
の
世
界)

の
三
悪
道
に
堕
ち
て
、
安
ら
げ
ず
に
迷
っ
て
い
る
魂

を
救
い
、
成
仏
し
て
も
ら
う
供
養
を
い
い
ま
す
。
お

寺
で
は
、
お
盆
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
時
に
施

餓
鬼
供
養
を
行
い
ま
す
。 

 
 
 
 

✻ 

 

私
た
ち
は
、
多
く
の
ご
縁
を
頂
き
今
が
あ
り
ま
す
。

ご
縁
を
下
さ
っ
た
方
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
で
も
、

時
に
そ
の
方
の
生
前
の
生
き
ざ
ま
に
よ
っ
て
は
三

悪
道
に
堕
ち
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
皆
さ

ん
の
唱
え
る
お
題
目
・
施
餓
鬼
供
養
は
、
そ
の
魂
の

苦
や
迷
い
を
除
き
、
安
ら
ぎ
を
与
え
る
の
で
す
。 

 

こ
の
お
題
目
や
供
養
は
善
行
と
い
い
ま
す
。
仏
さ

ま
は
、
善
行
を
積
ん
だ
皆
さ
ん
に
、
功
徳
と
い
う
宝

物
を
下
さ
い
ま
す
。
こ
の
功
徳
は
、
自
分
だ
け
で
な

く
、
七
代
前
の
ご
先
祖
さ
ま
か
ら
、
七
代
後
の
子
孫

に
ま
で
行
渡
る
の
で
す
。
ま
た
皆
さ
ん
の
積
ん
だ
功

徳
に
よ
っ
て
、
仏
さ
ま
は
、
ご
先
祖
さ
ま
に
安
ら
ぎ

を
、
私
た
ち
に
ご
守
護
や
安
穏
を
下
さ
い
ま
す
。 

 
 
 
 

✻ 

 

ま
た
こ
の
三
悪
道
は
皆
さ
ん
の
心
の
中
に
も
存

在
し
ま
す
。
例
え
ば
『
貧(

ト
ン)

・
瞋(

ジ
ン)

・
癡(

チ)

』

と
い
う
三
毒
に
犯
さ
れ
た
心
と
し
て
現
れ
ま
す
。

「
貧
」
と
は
、
何
で
も
自
分
の
思
い
通
り
に
し
よ
う

と
す
る
欲
深
い
心
。
「
瞋
」
と
は
、
す
ぐ
に
腹
を
立

て
怒
り
、
都
合
の
悪
い
こ
と
は
自
分
で
は
な
く
、
す

べ
て
人
の
せ
い
に
す
る
心
。
「
癡
」
と
は
、
常
に
批

判
ば
か
り
し
愚
痴
を
言
い
、
他
人
を
嫉
妬
す
る
心
。

ど
れ
も
自
分
が
良
け
れ
ば
い
い
と
、
都
合
の
良
い
自

分
勝
手
な
生
き
方
の
心
で
す
。
こ
の
心
は
、
誰
に
で

も
あ
り
、
私
に
も
あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
八
月
三
日
の
施
餓
鬼
法
要
で
は
、
皆
さ
ん

の
お
題
目
と
供
養
で
、
ご
先
祖
さ
ま
に
は
安
穏
を
、

迷
え
る
魂
に
は
成
仏
を
、
皆
さ
ん
に
は
、
『
貧(

ト

ン)

・
瞋(

ジ
ン)

・
癡(

チ)

』
三
毒
の
心
を
少
し
で
も

浄
化
し
、
清
ら
か
な
心
が
増
し
ま
す
よ
う
に
、
家
族

で
一
緒
に
手
を
合
わ
せ
て
下
さ
い
。
一
人
で
も
多
く

の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

――  ４  ―

― 


