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東
京
都
立
川
市
に
、
統
計
数
理
研
究

所
と
い
う
国
立
の
研
究
機
関
が
あ

り
ま
す
。
統
計
数
理
と
い
わ
れ
て
も
私
た

ち
の
よ
う
な
一
般
人
に
は
縁
遠
い
話
で
す

が
、
確
率
・
統
計
の
理
論
や
そ
の
応
用
に

関
す
る
研
究
を
行
う
研
究
機
関
で
あ
り
、

巨
大
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
わ
る
工
学
領
域

を
は
じ
め
と
し
て
、
統
計
科
学
、
数
理
工

学
、
機
械
学
習
、
デ
ー
タ
マ
イ
ニ
ン
グ
と

い
っ
た
『
デ
ー
タ
中
心
科
学
』
の
研
究
者

が
多
数
集
結
し
て
い
る
、
日
本
で
唯
一
の

研
究
拠
点
だ
そ
う
で
す
。

説
明
文
を
読
む
だ
け
で
も
、
と
て
も
お

堅
い
研
究
機
関
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に

想
像
で
き
ま
す
。
そ
の
か
わ
り
、
得
ら
れ

た
成
果
は
信
用
す
る
に
あ
た
い
し
ま
す
。

こ
の
統
計
数
理
研
究
所
で
は
、
国
民
性

調
査
と
称
す
る
調
査
を
、
五
年
ご
と
に
実

施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
興
味
深
い
の

は
、
何
と
言
っ
て
も
、
宗
教
の
項
目
で
す
。

こ
こ
で
は
、
宗
教
信
じ
る
か
／
「
宗
教
心
」

は
大
切
か
／
「
あ
の
世
」
を
信
じ
る
か
／

宗
教
か
科
学
か
／
首
相
の
伊
勢
参
り
、
と

い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
が
統
計
的
に
処

理
さ
れ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。

特
に
目
を
引
く
の
は
、「
あ
の
世
」
を

信
じ
る
か
、
と
い
う
項
目
で
す
。
選
択
肢

は
、
１
信
じ
る
／
２
ど
ち
ら
と
も
き
め
か

ね
る
／
３
信
じ
て
は
い
な
い
／
４
そ
の
他

／
５
わ
か
ら
な
い
、
の
五
つ
が
用
意
さ
れ

て
い
ま
す
。
全
体
結
果
と
と
も
に
、
男
女

別
、
年
代
別
、
地
域
別
の
結
果
も
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

最
新
の
二
〇
一
三
年
の
調
査
結
果
は
、

以
下
の
と
お
り
で
す
。

全
体
で
は
「
信
じ
る
」
が
「
信
じ
な
い
」

よ
り
も
多
い
。
男
女
別
で
は
女
性
の
ほ
う

が
「
信
じ
る
」
が
ず
っ
と
多
い
。
年
代
別

で
は
若
い
ほ
ど
「
信
じ
る
」
が
多
く
、
年

齢
を
重
ね
る
ほ
ど
「
信
じ
る
」
が
少
な
く

な
る
…
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
明
ら
か
で

す
。
ど
う
や
ら
、
最
近
の
日
本
で
は
、
年

を
取
る
ほ
ど
信
心
深
く
な
る
と
い
う
、
こ

れ
ま
で
の
常
識
と
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
こ

と
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
、
一
九
五
八
年
の
調
査
で
は
、

全
体
で
は
「
信
じ
る
」
は
わ
ず
か
二
〇
％
、

「
信
じ
な
い
」
が
五
九
％
で
し
た
。
女
性

で
も
、「
信
じ
る
」
は
二
三
％
し
か
な
く
、

「
信
じ
な
い
」
が
五
五
％
で
し
た
。

こ
の
結
果
を
見
る
と
、
日
本
人
は
六
〇

年
前
よ
り
も
は
る
か
に
「
宗
教
的
」
に
な

っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
理
由
と

今
後
の
展
開
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
葬
儀

を
中
心
に
つ
づ
い
て
き
た
日
本
仏
教
の
将

来
を
考
え
る
う
え
で
、
必
須
の
課
題
と
な

り
そ
う
で
す
。

挿絵 / 長谷川葉月

まさき・あきら
宗教学者。1953年神奈川県生まれ。
国際日本文化研究センター客員助
教授を経て、慶應義塾大学講師。

『再興！日本仏教』など多数の著
書がある。

数 字 に あ ら わ れ た
「 あ の 世 」

正木 晃
信じる 信じない どちらとも

全体 40% 33% 19%

男性 30% 45% 18%

女性 49% 23% 21%

20歳代 45% 30% 19%

60歳代 34% 35% 23%

70歳以上 31% 39% 20%
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吉岡博道（よしおか　はくどう）
1942年9月27日、静岡県生まれ。
駒澤大学仏教学部卒、永平寺僧堂
研究科修了。現在静岡県藤枝市文
化財保護審議会会長、禅文化洞上
墨蹟研究会会長、正泉寺東堂。

鈴木潔州（すすき　けっしゅう）
1961年3月6日生まれ、本籍東
京都。群馬県みなかみ町月夜野嶽
林寺住職。禅文化洞上墨蹟研究会
事務局長、国際〔日中〕禅文化交
流協会幹事長など曹洞宗禅文化を
顕彰し、学ぶ会の活動を行う。石
川県金沢市大乗寺専門僧堂単頭。

平川恒太（ひらかわ　こうた）
1987年高知県生まれ、2011年
多摩美術大学卒業、2013年東京
藝術大学大学院を修了。「アート
アワードトーキョー丸の内2013」
に て 三 菱 地 所 賞 （2013)、FACE 
2013損保ジャパン美術賞にて審
査員特別賞（2013）などを受賞
する。曹洞禅グラフの表紙画作者。

吉
岡
博
道

鈴
木
潔
州

平
川
恒
太

藤
木
隆
宣
（
司
会
）

座 談 会

禅文化は現代にも
生きている
茶道、華道、書道などに息づく禅の文化を
さらに広めるために
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吉岡博道師

古松、般若を談ず　幽鳥、真如を弄す
永平元峰

 
 

 

木
藤

　

年

ら
ぐ
り
な
か
が
の
う
い
と

う
そ

う
い

柱
支

を
求

る
す
と
う
よ
め

動

を
き

通

て
じ

に
う
ふ
う
い
う
ど
は
ち
た

求

る
め

人

ち
た

に
く
と

若
い
人

に
ち
た

切
り
込

か
る
け
い
で
ん

は
れ
こ

大

な
き

題
課

と
な
か

思

岡
吉

　

寺
乗
大

東ま
ず
あ

隆
眞ん
し

師
老

が

々
常

が
す
で
と
こ
る
い

う
い
と

葉
言

は

学
禅
『

』
典
辞
大

に
入

を
れ
そ

し
い
な

禅

る
わ
か
か
に

間
人

の

活
生

の

現
表

と

師
老

が

付
義
定

た
け

ん
さ

場
会

の
で

文
禅

化
洞う
と

上
墨く
ぼ

蹟き
せ

集
結
会
究
研

で

は
と

禅

か
に

活
生

お
茶

と
こ
の

お
花

と
こ
の

と
こ
の

と
こ
の

ん
ろ
ち
も
と
こ
の

理
料
進
精

と
こ
の

道
書

と
こ
の宗

洞
曹

ら
か

発

る
い
て
し

る
ゆ
ら
あ

文

面
化

ね
す
で

木
鈴

　

老
東

師
は

の

化
文
禅

は
に

晴
素

が
の
も
い
し
ら

に
の
る
あ

に
言

世
に
出

い
て

る
れ
わ
い
と
い
な

は
れ
こ

師
老
岡
吉

ろ
い
ろ
い

会
覧
展

す
ま
り
あ
が

の

会
覧
展

さ
く
た
を

が
わ

宗
洞
曹

の

会
覧
展

を

京
東

と
う
い
と
か
る
あ

す
で

が
ろ
こ
と

宗
済
臨

　

で
れ
そ

館
物
博

の

者
係
関

漏
れ
聞
い

は
で
ろ
こ
と
た

は

制
算
採
立
独

ら
か
す
で
の
も

の
く

人
に
来

う
よ
る
え
ら
も
て

な

画
企

い
な
け
い
と
い
な
で

と
る
な
う
そ

が
わ

宗
洞
曹

は

千
五
万
一
約

お
の

寺

に
こ
そ

は

勢
大

の

徒
信
檀

す
で
け
わ
る
い
が

師
禅
山
螢

の

め
じ
は

の
ど
な
ん
さ

晴
素

い
し
ら

宝
法

る
あ
が

う
い
う
そ

味
意

か
の
い
な
き
で
が
れ
そ
ぜ
な
で

に

念
残

に
思

ね
す
で
ん
う

だ
た

数
件
宝
国

は

宗
済
臨

に
比

ば
れ
べ

少

も
ど
れ
け
い
な

　

ら
か
れ
そ

今
の

い
人

の
ち
た

中

新しい文化というものも
　　つくり上げていかなきゃいけない

7

右：暫時も在(あ)らざれば　死人に如同す 天桂　　左：風外の達磨

て

化
文
禅

を
広

が
す
で
と
こ
う
い
と
か
く
い
て
め

昔
の
家
を
考

と
る
え

の
間

あ
が

け
軸

の
り
な
れ
そ
は
に
こ
そ

え
ら
つ
し

も
ど
な
の
も
な

た
し
ま
り
あ

お
客
に

る
あ

度
程

の
方

お
が

見
え

ば
れ
あ
で
の
る
な
に

の
ち
う
は
れ
こ

物
宝

と
す
で

で
と
こ
う
い

軸
を
下
げ

は
い
る
あ

で

床
の
間
の
飾

を
り

変

た
い
て
え

が
と
こ
う
い
う
そ

本
日

の

統
伝

の
中

た
し
ま
り
あ
に

　

住

な
に
と
こ
う
い
と
い
ま

と
る

し
い
な
も

床
の
間

し
い
な
も

掛
け
軸

ん
な

て
要

と
い
な
ら

う
い
う
そ

家

が
多

の

み

体
自

が
変

で
の
た
し
ま
い
ま
し
て

け

軸
は

は
と
も
と
も

々
日

の
生

活
の
中
で

品
需
必

り
あ
も
で

品
術
美

と
こ
う
い
と
り
あ
も
で

で

い

価
評

も
ど
れ
け
す
で

は

念
残

な

ん
だ
ん
だ
ら
が

価
評

が
低

な
くか

い
な
は
で
の
る
あ
つ
つ
り

う
い
う
そ

感

　

だ
た

れ
わ
れ
わ

人
本
日

の

情
心

の

底
根

は
に

う
い
う
そ

統
伝

が
今

付
根

い

と
る
い
て

思

ら
か
す
で
の
も
う

お
た
ま

寺
に

心
関

を
持
つ

々
方

も
多

の
る
れ
ら
お
く

で

の
こ
も
で
し

化
文
禅

を

介
紹

い
た
き
い
て
し

と

身
自
私

は
思

と
れ
そ

師
老
東

は

化
文
禅

は
の
も
う
い
と

古

を
の
も
い

見

は
で
け
だ
る

目
駄

と
だ

の
れ
わ
れ
わ

新

い
し

化
文

の
も
う
い
と

り
く
つ
も

上

 川
平

　

と
も
と
も

本
日

の
中

は
で

お
寺

お
か
と

城

か
と

術
芸

は

展
発

す
で

な
う
よ
の

設
施

は
昔

お
寺

は
の
う
い
と

設
施
化
文

て
し
と

要
重

な

所
場

思

ま
い

す

お
ど
ほ

話

通

り
昔
の

本
日

は

庭
家
各

に
床
の

間

う
い
と

館
術
美

し
ま
り
あ
が

た

し
か
し

在
現

は
で

納
収

や

窓
に
重

が
き

置

れ
か

品
作

を
飾

る

所
場

ま
り
あ
か
し
か
ず
わ
は

ん
せ

と
う
い
と
は

絵

画

を
ど
な

見

の
め
た
る

築
建

で

が
ず
は
る
あ

の

験
実

の
場
と
化

て
し

身
中

が

視
軽

さ
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鈴木潔州師

秋田県　大平寺　ふだんぎの茶道

徳島市國分寺の枯山水庭園・住職佐藤玄由師　　撮影:久保 裕氏

れ
て
い
る
も
の
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
描
く
と
い
う

の
は
、
ま
ず
そ
の
勉
強
を
す
る
の
が
大
変
で
し
た
。

鈴
木
　
ち
ょ
っ
と
お
尋
ね
し
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ

と
で
平
川
さ
ん
の
絵
を
表
紙
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
か
。

藤
木
　「
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
」
は
昭
和
五
十
七
年
の
創

刊
で
す
か
ら
、
昨
年
冬
ま
で
三
十
五
年
間
ず
っ
と
表

紙
に
は
永
平
寺
と
總
持
寺
の
写
真
を
掲
載
し
て
き
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
一
三
〇
号
を
過
ぎ
て
写
真
家
の
方

も
も
う
ど
う
に
も
撮
り

よ
う
が
な
い
と
い
わ
れ

る
。
正
直
の
と
こ
ろ
ネ

タ
切
れ
と
い
い
ま
す
か
、

そ
れ
で
ど
う
し
よ
う
か

悩
ん
で
お
り
ま
し
た
と

き
に
、
町
田
市
の
博
物

館
の
副
館
長
を
務
め
た

こ
と
も
あ
る
方
か
ら
、

平
川
さ
ん
と
い
う
多
摩

美
大
か
ら
東
京
藝
大
の

大
学
院
に
行
っ
た
甥
っ

子
が
い
る
と
紹
介
さ
れ

た
の
が
こ
の
平
川
さ
ん

で
し
た
。
お
蔭
さ
ま
で

と
て
も
い
い
絵
を
描
い

て
下
さ
っ
て
、
読
者
の

評
判
も
よ
く
、
非
常
に

有
り
難
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

	

縦
書
き
の
文
化
を
残
し
た
い

鈴
木
　
吉
岡
老
師
が
会
長
を
務
め
て
お
ら
れ
る
「
禅

文
化
・
洞
上
墨
蹟
研
究
会
」
会
報
第
十
四
号
で
「
曹

洞
宗
と
茶
道
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
お
り
ま
す
。

茶
道
と
い
う
と
、
一
般
的
に
は
臨
済
宗
じ
ゃ
な
い
か
、

大
徳
寺
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
実
は
曹
洞
宗
に
も
茶

道
と
縁
の
深
い
お
寺
さ
ん
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
大
本
山

總
持
寺
を
中
心
に
活
躍
さ
れ

て
い
る
東
京
福
厳
寺
新
美
昌

道
老
師
。
岡
山
洞
松
寺
と
小

堀
遠
州
、
福
岡
東
林
寺
と
立

花
実
山
、
大
阪
蔵
鷺
庵
と
天

桂
禅
師
の
残
し
た
茶
室
、
福

島
長
寿
院
と
鎮
信
流
、
宮
城

国
分
尼
寺
と
江
戸
千
家
不
白

流
、
新
潟
本
興
寺
と
石
州
流
、

新
潟
普
済
寺
と
茶
室
綉
月
庵
、

秋
田
太
平
寺
ふ
だ
ん
ぎ
の
茶

道
、
神
奈
川
松
田
松

さ
ん

と
茶
道
鎮
信
流
、
愛
知
浄
元

寺
と
煎
茶
道
賣
茶
流
等
々
で

す
。
又
、
茶
道
で
は
墨
蹟
、

れ
て
い
る
状
況
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
近
年
で
は

直
島
の
建
築
家
と
芸
術
家
が
共
に
話
し
合
い
美
術
館

を
建
て
る
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
マ

ン
シ
ョ
ン
や
一
般
住
宅
に
も
昔
の
日
本
建
築
の
床
の

間
の
よ
う
な
作
品
を
飾
れ
る
余
裕
が
生
ま
れ
る
と
文

化
や
心
が
も
っ
と
豊
か
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。

　

庭
園
も
禅
文
化
の
一
つ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
昭

和
期
の
作
庭
家
で
重
森
三
玲
と
い
う
方
が
お
ら
れ
て
、

東
福
寺
方
丈
や
光
明
院
の
庭
園
、
松
尾
大
社
の
庭
園

な
ど
で
有
名
で
す
。
こ
の
重
森
さ
ん
は
イ
サ
ム
・
ノ

グ
チ
と
い
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
仲
が
良
く
て
、
お
互

い
に
影
響
し
合
い
、
と
て
も
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
を

日
本
の
伝
統
的
な
建
築
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
の
建
築
の
中
に
禅

文
化
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
す
し
、
す
で

に
日
本
の
建
築
に
生
き
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
。
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、
確
か

に
生
き
て
い
る
な
と
実
感
し
ま
し
た
。

鈴
木
　
平
川
さ
ん
は
こ
の
「
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
」
の
表

紙
画
を
担
当
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ

の
絵
が
非
常
に
素
朴
な
よ
う
で
い
て
、
ち
ゃ
ん
と
わ

れ
わ
れ
僧
侶
の
思
う
と
こ
ろ
が
出
て
い
ま
す
。
禅
文

化
と
い
う
だ
け
で
な
く
仏
教
美
術
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
、
新
し
い
文
化
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、

い
い
企
画
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
夏
号
は
お
盆
の
迎
え

火
を
焚
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
、
ナ

ス
の
牛
が
描
か
れ
て
い
て
、
こ
う
し
た
絵
は
法
話
を

す
る
助
け
に
も
な
り
ま
す
ね
。

吉
岡
　
春
号
は
涅
槃
図
で
し
た
ね
、
こ
れ
も
ま
た
印

象
的
で
し
た
。

平
川
　
涅
槃
図
は
大
変
で
し
た
。

吉
岡
　
人
物
が
大
勢
。

平
川
　
そ
れ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
登
場
人

物
一
人
一
人
を
理
解
し
な
が
ら
描
か
な
い
と
、
間
違

っ
た
も
の
を

描
い
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

昔
の
涅
槃
図

を
基
に
し
て
、

そ
こ
に
描
か
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平
川
　
僕
も
確
か
に
、
読
み
物
で
は
も
ち
ろ
ん
縦
書

き
は
た
く
さ
ん
読
み
ま
す
が
、
自
分
で
縦
書
き
を
す

る
と
な
る
と
、
日
記
を
書
く
と
き
く
ら
い
で
し
ょ
う

か
。

藤
木
　
日
記
を
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
。

平
川
　
え
え
。
毎
日
、
空
の
絵
を
描
い
て
い
て
、
そ

の
裏
に
日
記
を
書
い
て
い
ま
す
。
も
う
四
年
ぐ
ら
い

に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
本
当
に
一
日
十
分
と

か
三
十
分
と
か
で
い
い
の
で
、
空
を
見
る
ぐ
ら
い
の

余
裕
を
持
と
う
と
思
っ
た
。
い
く
ら
忙
し
い
時
期
で

も
、
三
十
分
で
も
空
を
描
け
る
余
裕
が
あ
っ
た
ら
い

い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
始
め
た
わ
け
で
す
。

	

同
じ
景
色
も
毎
日
違
う

鈴
木
　
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
檀
信
徒
に
脚
下
照
顧
と
い

う
お
話
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ

自
身
は
ど
う
な
の
か
と
、
そ
う
思
い
ま
す
。
私
の
と

こ
ろ
は
群
馬
県
利
根
郡
み
な
か
み
町
、
水
上
温
泉
の

あ
る
観
光
地
で
す
。
温
泉
は
昔
か
ら
有
名
で
す
け
れ

ど
、
も
っ
と
皆
さ
ん
方
に
来
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う

中
で
、
標
高

が
大
体
四
、

五
百
メ
ー
ト

ル
あ
る
も
の

で
す
か
ら
、

そ
こ
か
ら
見

る
月
は
素
晴
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
お
寺
で

「
指
月
会
」
と
い
う
月
見
の
会
を
始
め
ま
し
た
。
も

と
も
と
の
地
名
は
月
夜
野
町
、
合
併
し
て
み
な
か
み

町
に
な
っ
た
も
の
で
、
月
に
は
縁
の
あ
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
「
指
月
会
」
は
も
う
十
年
ぐ
ら
い
、
初
め
の
頃
は

檀
家
さ
ん
相
手
に
二
十
人
程
の
少
人
数
の
会
で
し
た

が
、
観
光
協
会
の
肝
い
り
で
一
昨
年
で
し
た
か
、
私

ど
も
の
お
寺
嶽
林
寺
を
含
め
み
な
か
み
町
辺
り
の
月

と
い
う
の
が
『
日
本
百
名
月
の
会
』
に
選
ば
れ
た
。

皆
さ
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
、「
指
月
会
」
も
盛
大

に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
じ
ゃ
あ
私
が
寺
に
い

て
普
段
月
を
見
る
か
と
い
う
と
、
見
な
い
ん
で
す
よ

ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
毎
日
空
を
見
て
絵
を
描
く

と
い
う
お
話
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で

そ
れ
は
ど
こ
か
ら
見
て
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
か
。

平
川
　
自
分
の
仕
事
場
か
ら
ふ
と
見
て
と
か
、
旅
行

先
と
か
、
そ
れ
は
ど
こ
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
ド
イ

ツ
に
留
学
し
て
い
た
と
き
は
ア
パ
ー
ト
か
ら
描
い
て
、

窓
か
ら
見
る
空
に
は
煙
突
が
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
煙
突
の
煙
の
向
き
が
変
わ
る
。
そ
れ
が
面
白
く

て
、
ず
っ
と
描
い
て
い
た
り
、
そ
の
と
き
、
そ
の
と

き
で
気
に
入
っ
た
空
を
描
い
て
い
ま
し
た
。

鈴
木
　
ど
こ
に
い
て
も
自
分
の
脚
下
を
み
つ
め
る
。

心
、
静
か
に
空
を
見
て
描
く
。
ま
さ
に
脚
下
照
顧
で

す
ね
。

吉
岡
　
昨
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
日
曜
美
術
館
」
で
見
ま
し

華
道
な
ど
も
切
っ
て
も
切
れ
な
い
深
い
関
係
が
あ
り

ま
す
。
禅
文
化
と
い
う
、
掛
け
軸
と
か
茶
道
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
今
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

吉
岡
　
絵
画
で
も
そ
う
で
す
よ
。
禅
に
か
か
わ
る
人

の
絵
画
だ
か
ら
禅
文
化
で
す
。
少
し
で
も
禅
に
近
づ

い
て
、
あ
る
い
は
坐
禅
を
し
て
い
る
人
の
絵
や
書
、

そ
れ
に
文
学
も
そ
う
で
す
。
禅
に
よ
る
文
学
、
と
く

に
道
元
禅
師
は
不
立
文
字
と
い
い
な
が
ら
、
曹
洞
宗

の
僧
侶
の
本
が
一
番
多
い
。
神
田
神
保
町
へ
行
っ
て

み
れ
ば
、
仏
教
書
コ
ー
ナ
ー
で
曹
洞
宗
の
棚
は
い
っ

ぱ
い
で
す
。
曹
洞
宗
の
僧
侶
は
い
か
に
文
字
を
残
し

た
か
。
と
く
に
漢
詩
で
す
ね
、
詩
偈
と
い
う
の
が
あ

る
。
こ
れ
は
み
ん
な
縦
書
き
で
す
。

　

そ
れ
が
今
の
若
い
人
の
代
に
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん

横
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
今
宗
門
に
限
ら
ず
、
み
ん

な
横
書
き
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
書
類
で
も
手
紙
で
も
。

私
は
横
書
き
で
は
書
き
ま
せ
ん
、
縦
書
き
の
世
界
で

生
き
て
き
た
か
ら
。
若
い
時
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
も
縦
書

き
で
、
毛
筆
で
、
巻
紙
で
ね
。

平
川
　
そ
れ
は
素
敵
で
す
ね
。
縦
書
き
で
、
巻
紙
で

来
た
ら
。

鈴
木
　
中
国
の
方
は
ほ
と
ん
ど
横
で
す
よ
。
新
聞
も

横
で
す
。
な
お
か
つ
、
中
国
は
漢
字
が
簡
体
字
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
中
国
、
日
本
、

韓
国
、
台
湾
と
い
う
漢
字
の
文
化
圏
の
中
で
、
中
国

で
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
簡
体
字
政
策
、
韓
国
で
は

一
九
七
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
漢
字
廃
止
政
策
の
結
果
、

中
国
は
簡
体
字
、
韓
国
は
ハ
ン
グ
ル
で
、
漢
字
の
古

い
文
献
は
読
め
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
今
こ
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
の

は
日
本
と
台
湾
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

吉
岡
　
漢
詩
に
つ
い
て
は
、
最
初
は
た
く
さ
ん
の
人

が
漢
詩
を
習
い
た
い
と
始
め
る
け
れ
ど
も
、
と
こ
ろ

が
だ
ん
だ
ん
先
細
り
に
な
る
、
難
し
い
か
ら
つ
い
て

こ
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
私
ら
の
日
常
、
禅
宗
の
僧

侶
の
生
活
は
縦
書
き
の
実
践
で
す
。
朝
起
き
て
か
ら

寝
る
ま
で
ず
っ
と
縦
書
き
な
ん
で
す
、
み
ん
な
。
そ

れ
で
ぜ
ひ
、
こ
う
い
う
「
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
」
で
縦
書

き
を
広
め
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

どこにいても
　自分の脚下をみつめる
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寿
来
如
六
巻
』
経
華
法
『

自
「
の
目
行
二
け
わ
り
と

は
」
ず
ま
し
惜
を
命
身
ら

一
心ん

し

欲く
よ

見ん
け

仏つ
ぶ

不ふ

自じ

惜
身ん

し

命

時じ

我が

及
衆
僧う

そ

倶ぐ

出
霊
鷲
山ん

せ

毎
日
書
道

ご家族のみなさまの応募をお待ちしております

榮
秀
橋
高

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に 1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。

12

会場：目黒区竜昌寺

が
た

と

う
い

義
主
実
写

のを

間
年
三

同

じ

所
場

で
描

た
い

す
ま
い
い
と

山
間

の

色
景

は
毎

違
日

う

リ
の
そ

の
ム
ズ
リ
ア

中
に

質
本

を
見

う
い
と
う
よ
け
つ

川
平

　

生
先
暁
野
水

は

の

生
先

を

だ
ま

若
い
方

ね
よ
す
で

の

辺
周

を
見

て
い
て

思

が
す
で
と
こ
う

づ
の
も
の

る
い
て
し
を
り
く

若
い
人

は
の
う
い
と
ち
た

の
ち
た

化
文

を
の
も

失
見

思
う

そ

う
い
う

中
で

か
と

道
書

か
と

お
ど
ほ

化
文
禅

て
め
た
ら
あ
に
の
も
う
い
と

関

心
が
向

は
の
う
い
と
う
か

ン
デ
イ
ア
の
ち
た

立
ち
返

か
う
い
と
る

い
う
こ
な
ん
み

う

代
時

そ
こ
ら
か
だ

ち
返

事
物

を
探

な
ん
そ

代
時

と
な
か
の
な

思

す

そ
こ
ら
か
だ

見

く
な
は
で
け
か
せ

な

を
の
も

求

か
い
な
は
で
の
る
い
て
め

木
鈴

　

ね
す
で
う
そ

に

値
価

観
が
変

で

て
し
と
れ
そ
は
れ
そ
も

お
寺

は
の
う
い
と

仰
信

の

面

て
く
な
は
で
け
だ

を
求

も
に
め
た
る
め

た
ま

新

い
し

化
文

も
う
い
と

を
の

化
現
具

も
に
め
た
る
す

の

台
舞

お
は

寺
の
宝

す
で

用
活

て
し

頂

と
い
た
き

思
い

す
ま

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

埼玉県│佐々木葉子様 群馬県│高柳貞様
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のご縁に、全ての人に毎日が感謝です。

読者からのお便り 石井愛子 様
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3

安
楽
な
坐
禅
を
導
く
キ
ー
と

な
る
も
の
、
そ
れ
が
呼
吸
で
す
。

呼
吸
と
心
の
状
態
に
は
密
接

な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
呼
吸
を

す
る
と
、
肋ろ
っ

骨こ
つ

下
部
に
広
が
る

横
隔
膜
と
い
う
筋
肉
が
上
下
し

ま
す
。
横
隔
膜
の
動
き
は
自
律

神
経
と
連
動
し
て
お
り
ま
す
。

自
律
神
経
と
は
、
私
た
ち
の
意

志
と
は
関
係
な
く
、
心
臓
を
動

か
し
た
り
、
呼
吸
や
消
化
な
ど

内
蔵
の
働
き
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
て
い
る
神
経
で
す
。
自
律
神

経
は
、
活
動
系
神
経
で
あ
る
、

緊
張
や
ス
ト
レ
ス
時
に
活
発
に

な
り
心
拍
を
上
げ
呼
吸
を
早
く

浅
く
す
る
「
交
感
神
経
」
と
、

休
息
系
で
あ
る
、
睡
眠
中
や
リ

ラ
ッ
ク
ス
時
に
活
発
に
な
り
心

拍
を
下
げ
呼
吸
を
遅
く
深
く
す

る
「
副
交
感
神
経
」
の
２
種
類

あ
り
、
通
常
は
そ
れ
ぞ
れ
反
対

の
作
用
を
し
な
が
ら
、
身
心
の

健
康
を
保
つ
た
め
バ
ラ
ン
ス
よ

く
働
い
て
お
り
ま
す
。
横
隔
膜

は
息
を
吸
う
と
縮
み
交
感
神
経

を
刺
激
し
、
吐
く
と
緩
み
副
交

感
神
経
を
刺
激
し
ま
す
。
坐
禅

時
の
呼
吸
は
副
交
感
神
経
優
位

で
す
。
す
な
は
ち
吐
く
息
が
長

く
、
全
体
と
し
て
ゆ
っ
く
り
な

が
れ
ゆ
く
呼
吸
で
す
。
今
回
は
、

生
活
に
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
、

坐
禅
時
と
同
様
の
安
ら
か
で
調

っ
た
呼
吸
を
導
く
方
法
を
お
伝

え
い
た
し
ま
す
。

ふじい  りゅうえい

曹洞宗 愛知県豊橋市 一月院 副住
職。整体師。「身心堂」主宰。北
海道大学水産学部漁業学科卒業。
同大学院中退。現在横浜市 徳雄
山 建功寺勤務の傍ら「安楽の法
門」となる禅の身心を伝える活動
を展開。著書「身体と心をととの
える禅の作法」（秀和システム）

両手の平を左右の胸辺り
にそっと置きます。手

の平はあくまで身体の内側か
ら感じるものの受容体と考え、
呼吸やそれに伴う身体の動
き・心拍の振動・胸の緊張・
緩み・湧きあがってくる様々
な想いなどに気を配り、判断
や比較なく素直に感じ続けま
す。すると自然と呼吸が調い
深くなり、伴って安らかな心
が導かれていきます。

説明：坐禅を一柱（40 分
位）行った後、堂内を

静かに歩行することを経行と
いいます。足踏み呼吸法はこ
の経行を、呼吸を調え深める
ことに特化し、普段の生活で
もできるよう改良したもので
す。身体の状態や動きを観察
しながら、呼吸と足踏みを合
わせる運動です。意識と足踏
みと呼吸に集中することで、
心も調っていきストレスも収
まります。

方法：上半身に力が入ら
ないよう楽な姿勢で立

ちます。息を吸いながらゆっ
くり 2 歩足踏みをします（歩
は進めません）。足踏みをし終
わってもまだ吸いきっていな
い場合は、2 歩目終了時の体
勢を緩やかに維持し続けます。
吸いきったら改めて吐き始め
4 歩の足踏みをします。吐き
きらない場合は維持し続けま
す。その繰り返しです。

胸
に
手
を
当
て
る

123 足
踏
み
呼
吸
法
1
　
正
面
向
き

足
踏
み
呼
吸
法
2
　
横
向
き

調
息　
～ 

な
が
れ
ゆ
く
呼
吸 

～

日
々
を

安
ら

か

に

過
ご

す
藤
井
隆
英

坐
禅
か
ら
学
ぶ「
行ぎ

ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

」の
レ
ッ
ス
ン
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仏ぶ
つ

遺ゆ
い

教
き
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

（
仏ぶ

つ

垂し

般は
つ

涅ね

槃は
ん

略
り
ゃ
く

説せ
っ

教
き
ょ
う

誡か
い

経き
ょ
う） 

—

姚よ
う

秦し
ん

三さ
ん

蔵さ
う

法さ
う

師し  

鳩く

摩く

羅く

什
く
　
う 

訳や
く

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
当ま

さ

に
自み

ず
か

ら
頭こ

う
べ

を
な
づ
べ
し
。
以も

っ

て
飾じ

き

好こ
う

を
捨す

て
て
、
壊え

色し
き

の
衣え

を
着ち

ゃ
く

し
、
応お

う

器き

を
執し

ゅ

持じ

し
て
、

乞こ
つ

を
以も

っ

て
自じ

活か
つ

す
。
自み

ず
か

ら
見み

る
に
是か

く

の
如ご

と

し
。
も
し
憍

き
ょ
う

慢ま
ん

起お
こ

ら
ば
、
当ま

さ

に
は
や
く
こ
れ
を
滅め

っ

す
べ
し
。
憍

き
ょ
う

慢ま
ん

を

増ぞ
う

長ち
ょ
うす

る
は
、
な
お
世せ

俗ぞ
く

白び
ゃ
く

衣え

も
宜よ

ろ

し
き
所と

こ
ろ

に
非あ

ら

ず
。

い
か
に
況い

わ

ん
や
出

し
ゅ
っ

家け

入に
ゅ
う

道ど
う

の
人ひ

と

、
解げ

脱だ
つ

の
為た

め

の
故ゆ

え

に

自み
ず
から

そ
の
身み

を
降く

だ

し
て
而し

か

も
乞こ

つ

を
行ぎ

ょ
う

ず
る
を
や
。

訳修
行
者
た
ち
よ
。
ぜ
ひ
と
も
自
分
の
頭
を
な
で
て
み
よ
。

す
で
に
身
を
飾
る
こ
と
を
捨
て
、
壊
色
の
衣
を
着
て
、
鉢
を

携
え
て
、
托た
く

鉢は
つ

に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
自
ら
の
姿
を
見

れ
ば
こ
の
よ
う
な
姿
で
あ
る
。
も
し
驕お
ご

り
高
ぶ
り
の
心
が
起

こ
っ
た
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
と
も
速す
み

や
か
に
こ
れ
を
除
く
べ
き
で

あ
る
。
驕
り
高
ぶ
り
の
心
を
つ
の
ら
せ
る
こ
と
は
、
在
家
の

者
で
あ
っ
て
も
よ
し
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
出
家

入
道
の
人
で
、
解
脱
を
求
め
て
自
ら
そ
の
身
を
降
し
て
、
乞こ
つ

食じ
き

す
る
者
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

原
文
訓
読

 

汝
等
比
丘
。
諂て

ん

曲ご
く

の
心し

ん

は
道ど

う

と
相そ

う

違い

す
。
是こ

の
故ゆ

え

に

宜よ
ろ

し
く
ま
さ
に
其そ

の
心し

ん

を
質し

つ

直じ
き

に
す
べ
し
。
当ま

さ

に
知し

る

べ
し
、
諂て

ん

曲ご
く

は
但た

だ
欺ご

誑お
う

を
為な

す
こ
と
を
。
入

に
ゅ
う

道ど
う

の
人

は
則す

な
わ

ち
是こ

の
こ
と
わ
り
無な

し
。
是こ

の
故ゆ

え

に
汝

な
ん
じ

等ら

宜よ
ろ

し
く

ま
さ
に
端た

ん

心し
ん

に
し
て
質し

つ

直じ
き

を
以も

っ

て
本ほ

ん

と
為な

す
べ
し
。

訳修
行
者
た
ち
よ
。
へ
つ
ら
い
の
心
は
真
の
道
と
は
全
く
離

れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
と
も
君
た
ち
の
心
を

素
直･
実
直
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
当
然
知
る
べ
き
事
だ
が
、

へ
つ
ら
い
は
、
も
っ
ぱ
ら
あ
ざ
む
き
欺
す
だ
け
の
も
の
な
の

で
あ
る
。
出
家
修
行
者
と
は
、
他
を
だ
ま
す
は
ず
の
無
い
人

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
君
た
ち
は
、
ぜ

ひ
と
も
心
を
平
ら
か
に
守
っ
て
、
素
直
で
実
直
で
あ
る
こ
と

を
、
根
本
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

解
説

驕
り
高
ぶ
り
の
心
を
捨
て
よ

自
分
は
優
れ
て
い
る
、
と
思
い
、
偉
そ
う
に
す
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
出
家
者
と
言
え
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

在
家
の
人
で
あ
っ
て
も
、
よ
く
な
い
こ

と
で
す
。
こ
れ
は
全
く
そ
の
通
り
で
、

説
明
不
要
と
さ
え
言
え
る
教
え
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
お
釈
迦
様

が
あ
え
て
仰
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
弟

子
の
中
に
憍
慢
な
振
る
舞
い
を
す
る

者
が
い
た
か
ら
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

他
よ
り
財
産
を
多
く
持
つ
と
、
持
た

ざ
る
人
に
対
し
て
偉
そ
う
に
振
る
舞

う
人
が
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
驕お
ご

り

高
ぶ
り
は
、
ま
こ
と
に
愚
か
し
く
空
し
い
も
の
で
す
。

出
家
者
の
場
合
、
憍
慢
な
心
を
起
こ
す
と
し
た
ら
、

金
銀
財
宝
の
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
他
よ
り
も
優

れ
て
い
る
と
思
う
憍
慢
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
実
る
ほ
ど
頭こ
う
べを
垂
れ
る
稲
穂
か
な
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。

学
徳
が
深
ま
れ
ば
、
か
え
っ
て
謙
虚
に
な
る
も
の
だ
、

と
い
う
格
言
で
す
。

学
徳
ば
か
り
で
は
な
く
、
僧
侶
と
し
て
深
い
境
地
を

得
た
方
な
ら
ば
、
や
は
り
自
分
が
他
よ
り
も
優
れ
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
驕
り
高
ぶ
り
は
全
く
お
持
ち
に
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
し
、
驕
り
高
ぶ
り
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
深
い
境
地
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。
私
も
自
分

の
本
師
を
は
じ
め
、
数
人
の
老
師
様
の
薫
陶
を
受
け
ま

し
た
が
、
誰
お
一
人
と
し
て
驕
り
高
ぶ
っ
て
い
る
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
さ
ん
、
よ
く
ご
存

じ
の
良
寛
様
を
思
い
浮
か
べ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
驕
り
高

ぶ
ら
な
い
僧
侶
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
る
か
お
わ
か
り

に
な
る
で
し
ょ
う
。

良
寛
様
は
、
越え

ち

後ご

の
出い

ず

雲も

崎ざ
き

に
、
名

主
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
す
が
、
十

八
歳
の
と
き
出
家
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
四
年
後
、
玉
島
（
岡
山
県
倉
敷

市
）
の
円
通
寺
に
行
き
修
行
な
さ
い
ま

し
た
。
越
後
に
帰
っ
て
き
て
、
国く

上が
み

山や
ま

の
五
合
庵
に
入
ら
れ
た
の
は
、
四
十
歳

の
頃
で
す
。

良
寛
様
は
和
歌
も
お
詠
み
に
な
り

ま
し
た
が
、
漢
詩
も
数
多
く
お
作
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

村
の
子
ど
も
た
ち
と
手
鞠
を
つ
い
て
遊
ぶ
姿
は
有
名
で

す
が
、
学
識
も
豊
か
な
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
す
。

「
騰と
う

騰と
う

天
真
に
任ま
か

す
」
と
う
た
い
あ
げ
て
い
ま
す
。
天

馬
が
悠
々
と
空
を
行
く
よ
う
に
、
天
の
道
に
任
せ
て
自

由
に
生
き
て
い
く
、
と
い
う
良
寛
様
の
生
き
様
が
こ
の

一
句
に
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。

も
し
驕
慢
の
心
が
起
き
る
人
が
い
る
な
ら
ば
、
良
寛

様
の
姿
を
思
い
、
自
身
を
顧
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

尊
厳
を
守
っ
て

か
つ
て
『
ガ
ン
ジ
ー
』
と
い
う
映
画
を
観
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
ガ
ン
ジ
ー
の
妻
が
、
“for 

m
y husbandʼs dignity

（
我
が
夫
の
尊
厳
の
た
め
に
）
”と

い
う
台
詞
を
言
う
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私

は
「Dignity

（
尊
厳
）」
と
い
う
英
語
の
言
葉
の
響
き
に

感
動
し
、
自
分
の
腹
の
底
に
そ
の
言
葉
を
抱
い
て
生
き

て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

まるやま・こうがい
昭和21年群馬県生。早稲田
大学卒業。駒澤大学大学院博
士課程満期退学。昭和57年
得度（浅田大泉老師）。同年立
職（浅田泰徳老師）。平成元年
嗣法（余語翠巖老師）。現在所
沢市吉祥院住職。曹洞宗総合
研究センター特別研究員。
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「
り
去
り
取
を
心

解
脱諂

る
れ
さ
え
な
と
お
で
席
の
夜

か
る
い
が
人
う
思
と
か
」
国

あ
で
字
文
う
い
と
」
曲
諂
「

い
が
人
な
う
よ
の
そ
に
り
周

る
す
遇
遭
に
面
場
な
ろ
い
ろ

ち
立
が
ら
自
に
う
よ
の
ど
で

質
て
し
に
心
端
「
か
う
か
向

い
違
は
と
と
こ
る
き
生
に
り

い
た
し
を
方
き
生
い
な
じ
恥

の
い

い
な
少

18

せ
ま
り
あ
は
で
と
こ
る
す
に
う
そ
偉
て
し
決
は
れ
そ

 

で
う
そ
だ
葉
言
た
し
化
変
が
」
き
じ
つ
こ
「
と
も
と
も

感
実
を
と
こ
る
き
で
が
と
こ
る
す
拭
払
を
心
な
慢
憍
て

鉢
托
び
た
び

）
行
食
乞
（

）
法
（

鈴

て
し
ら
鳴
を

行
乞

師

寮
寺

）
寺
お
の
匠
師
（

と
う
い
と
山
松
東
の
玉
埼
る
あ
の

行
脚

り
あ
も
と
こ
た
し

「
も
様
寛
良

食

は
る
く
受
を

仏
家
の
命
脈

仏
応
供

は
る
す
号
と

良
に
故

」
り
有

の
く
頂
で
鉢
托
を
食
（

―
者
い
し
わ
さ
ふ
に

）
る
あ
で
り
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そ
う
は
し
て
く
れ
な
い
、
こ
ん
な
人

で
あ
っ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
て
い

る
の
に
、
実
際
は
そ
ん
な
人
と
は
違

う
、
と
い
っ
た
と
き
に
、
多
く
の
人

が
そ
ん
な
感
じ
を
持
つ
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
？

す
な
わ
ち
、
相
手
が
自
分
の
「
思

う
よ
う
に
な
ら
な
い
」
こ
と
が
、
人

間
関
係
の
障
害
に
な
り
、
ま
た
、
悩

み
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
の
で

す
。
し
か
し
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。
他
人
を
自
分
の
思
う
よ
う
な
人

に
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。

自
我
も
あ
れ
ば
、
意
志
も
あ
る
の

が
人
間
で
す
。
こ
ち
ら
が
い
く
ら
望

ん
で
も
、
願
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う

易
々
と
変
わ
っ
て
く
れ
る
は
ず
が
な

い
の
で
す
。
そ
れ
を
変
え
た
い
、
変

わ
っ
て
欲
し
い
、
と
考
え
る
か
ら
、

お
か
し
な
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ

の
人
と
の
関
係
が
さ
ら
に
ギ
ク
シ
ャ

ク
し
、
悩
み
を
深
め
る
こ
と
に
も
な

る
。

他
人
を
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
。
そ
れ
が
人
間
関
係
の
出
発
点
で

す
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
胸
に
刻
み

ま
し
ょ
う
。

自
分
を
変
え
れ
ば 

関
係
が
変
わ
る

変
え
ら
れ
る
の
は
自
分
で
す
。
意

志
と
勇
気
が
あ
れ
ば
、
自
分
は
い
つ

か
ら
で
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
自
分
が
変
わ
る
こ
と
で
相

手
と
の
関
係
も
変
わ
る
の
で
す
。
た

人
は
誰
で
も
い
ろ
い
ろ
な
悩
み

を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
ま

す
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
悩
む

の
は
生
き
て
い
る
証
だ
と
い
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
き
て
い
る
か
ぎ

り
、
ま
っ
た
く
悩
み
が
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

悩
み
の
原
因
で
も
っ
と
も
多
い
の

は
人
間
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
で
し

ょ
う
。
誰
も
が
大
勢
の
人
と
の
か
か

わ
り
の
な
か
で
生
き
て
い
ま
す
し
、

人
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
も
気
性
も
個
性

も
違
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ソ
リ
が
合

わ
な
い
相
手
、
苦
手
な
相
手
、
好
き

に
な
れ
な
い
相
手
な
ど
が
い
て
も
、

少
し
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
あ
れ
ば
、
そ
う

し
た
相
手
と
は
距
離
を
置
け
ば
い
い

の
で
す
が
、
仕
事
や
社
会
的
活
動
な

ど
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
場
面
で
は
そ
う

い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。「
心

な
ら
ず
も
つ
き
あ
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
悩
み
に
も
ス
ト
レ
ス
に
も
な

る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
今
回
は
悩
み
の
タ
ネ
に
も

な
る
人
間
関
係
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ

い
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

相
手
を
変
え
よ
う
と
す
る

か
ら
悩
み
が
深
く
な
る

そ
の
相
手
に
対
し
て
ソ
リ
が
合
わ

な
い
、
苦
手
だ
、
と
感
じ
る
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
自
分

は
こ
う
し
て
欲
し
い
の
に
、
相
手
が

 

禅
的

 

生
き
方
の

ヒ
ン
ト

枡
野
俊
明

2
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よ
う
に
、
自
分
か
ら
挨
拶
の
言
葉
を

か
け
る
、
相
手
が
い
い
仕
事
を
し
た

ら
拍
手
を
送
る
…
…
。〝
動
き
方
〞

は
た
く
さ
ん
あ
り
そ
う
で
す
。

も
っ
と
も
、
な
か
に
は
「
と
り
つ

く
島
も
な
い
」
と
い
う
相
手
が
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
相
手
に

対
し
て
は
、「
そ
う
い
う
人
な
の
だ
」

と
そ
の
ま
ま
を
受
け
容
れ
て
し
ま
う

こ
と
で
す
。
禅
語
に
「
悟さ
と
れ
ば
こ
う
お
な
し

無
好
悪
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

悟
っ
て
し
ま
え
ば
、
好
き
も
嫌
い

も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
悟
る

と
は
そ
の
ま
ま
を
受
け
容
れ
る
こ
と

だ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。「
挨

拶
も
返
さ
な
い
、
そ
う
い
う
人
な
の

だ
」「
心
を
開
け
な
い
、
そ
ん
な
人

な
の
だ
」
と
受
け
と
め
て
い
た
ら
、

相
手
に
こ
ち
ら
の
心
が
乱
さ
れ
た
り
、

騒
が
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
。

人
間
関
係
に
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た

り
、
悩
み
を
抱
え
た
り
し
て
い
る
人

は
、
こ
こ
で
お
話
し
し
た
禅
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
、
早
速
、
着
手
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
複
雑
に
思
え
て
い
た
人

間
関
係
も
、
ず
っ
と
、
シ
ン
プ
ル
に

見
え
て
く
る
は
ず
で
す
。

と
え
ば
、
ソ
リ
が
合
わ
な
く
て
、
挨

拶
も
ロ
ク
に
交
わ
さ
な
い
相
手
が
い

た
と
し
ま
す
。

挨
拶
を
し
な
い
自
分
の
ま
ま
で
い

た
ら
、
そ
の
関
係
が
変
わ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
分
が
変

わ
っ
て
、
仕
事
場
で
相
手
と
朝
顔
を

合
わ
せ
た
ら
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
」
と
声
を
か
け
る
よ
う
に
し
た

ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

最
初
の
う
ち
は
こ
ち
ら
の〝
変
貌
〞

ぶ
り
に
驚
い
て
、
相
手
は
怪
訝
な
表

情
を
見
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
何
日
か
つ
づ
け
た
ら
、
必
ず
、

相
手
に
変
化
が
起
き
ま
す
。「
あ
っ
、

お
は
よ
う
」
と
挨
拶
を
返
す
よ
う
に

な
る
。

こ
れ
は
関
係
が
変
わ
っ
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

そ
う
、
こ
ち

ら
の
ち
ょ
っ
と
し
た
働
き
か
け
で
、

挨
拶
も
し
な
い
関
係
が
挨
拶
を
交
わ

し
合
う
関
係
に
変
わ
る
の
で
す
。
硬

直
化
し
て
い
た
関
係
も
、
小
さ
な
変

化
で
ど
ん
ど
ん
好
転
し
て
い
く
も
の

で
す
。

実
際
、
お
た
が
い
に
敬
遠
し
合
っ

て
い
た
人
同
士
が
、
何
か
の
き
っ
か

け
で
心
を
開
き
合
う
よ
う
に
な
り
、

肝
胆
相
照
ら
す
仲
に
な
っ
た
、
と
い

っ
た
ケ
ー
ス
は
世
間
に
い
く
ら
で
も

あ
り
ま
す
。

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
「
放

っ
て
お
く
」。
そ
れ
が
禅
の
考
え
方

で
す
。
他
人
を
変
え
る
こ
と
は
そ
の

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
の
最
た
る

も
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
ん

な
思
い
は
さ
っ
さ
と
手
放
し
て
し
ま

う
の
が
い
い
の
で
す
。

そ
し
て
、
自
分
が
動
く
。「
禅
即

行
動
」
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
禅
の
考

え
方
に
則
っ
た
生
き
方
で
す
。
人
間

関
係
で
い
え
ば
、
い
ま
お
話
し
し
た
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