
昭和37年3月12日
第三種郵便物認可（ ） 令和４年 10 月 10 日

− 1 −

（第 732 号）

歌
に
、
病
や
禍
に
苦
し
む
人
々
へ
の
深

い
慈
悲
の
御
心
が
伺
へ
た
。
最
後
に
、

昭
和
天
皇
が
、
戦
後
、
佐
賀
の
戦
災
孤

児
施
設
（
因
通
寺
）
に
行
幸
さ
れ
た
模

様
を
記
し
た
「
天
皇
さ
ま
が
泣
い
て
ご

ざ
っ
た
」（
調
寛
雅
著
）
を
紹
介
さ
れ
た
。

悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
健
気
に
ふ
る
ま

ふ
子
供
た
ち
に
馳
せ
ら
れ
る
昭
和
天
皇

の
御
心
が
つ
ぶ
さ
に
拝
察
さ
れ
る
内
容

で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
は
ロ
シ

ア
軍
の
士
気
低
下
が
目
立
つ
と
い
ふ
。

そ
れ
は
両
国
民
の
「
国
家
観
」
の
差
と

は
い
へ
ま
い
か
。「
国
を
守
る
」
と
の

思
ひ
は
、
自
分
達
の
家
族
や
同
胞
、
領

土
を
守
る
気
概
と
共
に
、
自
国
の
文
化

や
伝
統
、
国
語
へ
の
愛
情
の
深
さ
が
基

で
あ
る
。
そ
こ
に
軍
事
力
を
加
へ
て
総

体
と
し
て
国
の
防
衛
力
と
な
る
。
そ
れ

ゆ
ゑ
、
突
然
、
大
義
な
く
攻
め
込
ま
れ

た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
民
は
、
男
は
も
と
よ

り
、
女
性
や
子
供
も
後
方
支
援
で
敢
然

と
闘
っ
て
ゐ
る
。
翻
っ
て
、
中
国
・
ロ

シ
ア
・
北
朝
鮮
と
い
ふ
三
つ
の
核
保
有

国
に
囲
ま
れ
る
日
本
は
ど
う
か
。
漸
く

軍
事
力
強
化
に
着
手
す
る
と
は
い
へ
、

国
防
意
識
の
要
と
な
る
自
国
の
歴
史
や

文
化
伝
統
へ
の
国
民
自
身
の
理
解
、
い

は
ば
文
化
力
は
十
分
と
言
へ
る
だ
ら
う

か
。
今
合
宿
が
そ
の
こ
と
を
考
へ
る
契

機
と
な
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

（
元
（
株
）
Ｉ
Ｈ
Ｉ
）

立
」
―
則
ち
、
国
民
が
「
国
家
」
を
考

へ
る
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
に
繋
が
る
と

の
ご
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
卓
見
と
思
は

れ
た
。

ま
た
質
疑
応
答
で
の
「
追
求
す
べ
き

こ
と
が
自
分
の
幸
せ
や
快
適
さ
ば
か
り

だ
け
ぢ
ゃ
つ
ま
ら
な
い
で
し
ょ
。
日
本

の
こ
と
を
考
へ
な
い
で
ど
う
し
ま
す
か
。

苦
労
も
あ
る
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、

あ
あ
俺
は
日
本
人
な
ん
だ
と
、
日
本
に

生
き
て
ゐ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ
と

が
生
き
が
ひ
で
あ
り
一
番
の
幸
せ
」
と

の
お
言
葉
に
先
生
が
普
段
抱
か
れ
て
ゐ

る
御
信
念
が
伺
へ
た
気
が
し
た
。

伊
藤
先
生
は
「
日
本
を
取
り
戻
す
」

た
め
に
は
憲
法
改
正
と
と
も
に
、
歴

史
・
伝
統
を
取
り
戻
す
こ
と
が
根
幹
で

あ
り
、「
歴
史
こ
そ
が
国
民
を
一
つ
に

結
び
つ
け
る
紐
帯
で
あ
る
」
と
述
べ
ら

れ
て
ゐ
る
。
そ
の
意
味
で
、
次
の
小
柳

左
門
先
生
（
学
校
法
人
原
看
護
専
門
学
校
校

長
）
の
ご
講
義
「
皇
室
に
受
け
継
が
れ

る
慈
悲
の
御
心
」
は
、
ま
さ
に
日
本
の

歴
史
の
中
核
で
あ
る
皇
室
に
つ
い
て

の
貴
重
な
お
話
で
あ
っ
た
。
先
生
は

「
皇
室
が
長
く
続
い
て
き
た
の
は
慈
悲

の
御
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
前
置

き
し
て
、
多
く
の
御
歌
や
御
文
章
を
紹

介
さ
れ
た
。
例
へ
ば
聖
徳
太
子
の
御
歌

か
ら
は
民
や
ご
家
族
へ
の
太
子
の
深
い

愛
情
が
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
近
代
に
お

い
て
も
、
貞
明
皇
后
や
香
淳
皇
后
の
御

人
が
「
国
家
」
を
考
へ
な
く
な
っ
た
か

の
背
景
に
つ
い
て
日
本
国
憲
法
前
文
と

米
国
憲
法
を
比
較
し
て
、
日
本
国
憲
法

に
は
主
権
者
の
権
利
ば
か
り
が
あ
り
義

務
が
抜
け
て
ゐ
る
。
代
償
を
払
は
ず
に

福
利
を
享
受
す
る
と
い
ふ
虚
偽
の
内
容

と
な
っ
て
ゐ
る
と
喝
破
さ
れ
た
。
先
生

の
「
国
民
は
責
任
を
負
は
な
く
て
い
い

の
か
」
と
の
問
ひ
か
け
が
胸
に
重
く
響

い
た
。
ま
た
、
安
倍
元
首
相
が
第
二

次
政
権
で
掲
げ
た
「
日
本
を
取
り
戻

す
」
と
い
ふ
そ
の
「
日
本
」
は
、
日
本

の
歴
史
や
文
化
を
愛
す
る
首
相
の
無
限

の
気
持
ち
が
籠
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
さ

う
し
た
「
日
本
」
を
再
建
し
た
い
と
の

思
ひ
が
こ
の
言
葉
に
あ
っ
た
と
の
ご
指

摘
は
、
元
首
相
の
心
情
を
深
く
理
解
さ

れ
た
先
生
な
ら
で
は
の
お
言
葉
と
感
じ

た
。
更
に
「
日
本
を
取
り
戻
す
」
に
は

ま
づ
「
国
家
存
立
の
た
め
に
自
衛
隊
を

保
持
す
る
」
と
憲
法
に
明
記
す
る
こ
と

が
重
要
と
説
か
れ
、
そ
れ
が
「
国
家
存

第
六
十
七
回
全
国
学
生
青
年
合
宿

教
室
が
九
月
三
日
か
ら
四
日
ま
で

「
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
」（
東
京
都
八
王

子
市
）
に
て
開
催
さ
れ
た
。
開
催
前
に

国
内
外
で
予
期
せ
ぬ
出
来
事
が
発
生
し

た
。
二
月
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
略
と
七
月
の
安
倍
晋
三
元
首
相
銃

撃
事
件
と
で
あ
る
。
前
者
は
戦
後
日
本

人
が
忌
避
し
て
き
た
「
自
分
の
国
は

自
分
で
守
る
」
と
い
ふ
国
防
意
識
の

大
切
さ
を
現
実
に
見
せ
つ
け
た
。
後

者
は
安
倍
元
首
相
が
唱
へ
た
現
行
憲

法
を
頂
点
と
し
た
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」

か
ら
の
脱
却
の
継
承
が
、
日
本
に

と
っ
て
い
か
に
重
要
な
課
題
で
あ
る

か
を
再
認
識
さ
せ
た
。

こ
の
意
味
で
、
招
聘
講
師
の
伊
藤

哲
夫
先
生
（
日
本
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
代

表
）
の
「
今
、
日
本
人
に
問
は
れ
ゐ
る

歴
史
的
課
題
―
激
動
す
る
国
際
情
勢
の

中
で
」
と
題
す
る
ご
講
義
は
時
宜
を
得

た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
は
な
ぜ
日
本

  

第
六
十
七
回
全
国
学
生
青
年
合
宿
教
室
開
か
る
！

　 

　—

真
正
な
る
「
国
家
観
」の
再
建
を
目
指
し
て—
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