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私
事
に
わ
た
り
恐
縮
で
す
が
、
こ
の
四
月

か
ら
九
月
ま
で
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
地
上
波
）
の

Ｅ
テ
レ
（
教
育
テ
レ
ビ
）
の
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」

に
、
毎
月
一
回
ず
つ
一
時
間
、
出
演
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
は
前
身
の
「
宗
教
の
時
代
」

の
放
映
開
始
が
一
九
六
二
年
で
す
か
ら
、
半
世

紀
以
上
も
続
い
て
い
る
超
長
寿
番
組
で
す
。
か

つ
て
駒
澤
大
学
学
長
を
さ
れ
た
奈
良
康
明
先
生

も
、
一
九
七
一
年
か
ら
一
九
九
三
年
ま
で
、
聞

き
手
と
し
て
大
い
に
活
躍
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

出
演
者
は
原
則
と
し
て
「
各
種
研
究
の
第
一

人
者
」
だ
そ
う
で
す
。
果
た
し
て
わ
た
し
が
そ

れ
に
該
当
す
る
か
、
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
の
で

す
が
、
せ
っ
か
く
の
依
頼
な
の
で
、
お
受
け
し

ま
し
た
。

番
組
の
タ
イ
ト
ル
は
、
担
当
の
デ
ィ
レ
ク
タ

ー
や
出
版
部
門
の
関
係
者
と
協
議
を
重
ね
た
末

に
、「
マ
ン
ダ
ラ
と
生
き
る
」
に
決
定
し
ま
し
た
。

マ
ン
ダ
ラ
と
は
、
日
本
で
は
弘
法
大
師
空
海
を

開
祖
と
す
る
密
教
が
、
真
理
を
直
証
す
る
た
め

に
開
発
し
た
特
殊
な
図
像
で
す
が
、
こ
こ
で
マ

ン
ダ
ラ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
目
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

肝
心
な
の
は
、「
マ
ン
ダ
ラ
と
生
き
る
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
想

像
で
き
る
と
お
り
、
い
ま
ま
で
の
マ
ン
ダ
ラ
論

と
は
方
向
性
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
マ
ン
ダ
ラ
が
ど
の
よ
う
な
歴

史
的
な
過
程
を
へ
て
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
眼

に
す
る
よ
う
な
マ
ン
ダ
ラ
に
な
っ
た
の
か
、
が

メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
し
た
。
こ
の
路
線
で
い
け
ば
、

タ
イ
ト
ル
は
「
マ
ン
ダ
ラ
と
は
何
か
」
に
な
っ

た
は
ず
で
す
。
現
に
、
わ
た
し
は
す
で
に
、『
マ

ン
ダ
ラ
と
は
何
か
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
籍

を
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
か
ら
上
梓
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
回
は
最
初
に
、
二
一
世
紀
に
生

き
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
心
身
両
面
に
か

か
わ
る
「
糧
」
に
な
る
よ
う
な
マ
ン
ダ
ラ
論
に

し
て
欲
し
い
、
と
注
文
さ
れ
た
の
で
す
。
よ
う

す
る
に
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
方
向
性
で
は
な

く
、
現
在
か
ら
未
来
へ
と
向
か
う
方
向
性
が
、

つ
よ
く
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

  

そ
う
注
文
さ
れ
て
も
、
そ
ん
な
試
み
は
誰
も

し
て
い
ま
せ
ん
。
文
字
ど
お
り
、
難
問
中
の
難

問
で
す
。
い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
表
現
を
許
し
て

い
た
だ
く
な
ら
、
新
た
な
マ
ン
ダ
ラ
神
学
と
実

践
法
を
築
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
か

く
し
て
、
悪
戦
苦
闘
の
末
に
テ
キ
ス
ト
を
や
っ

と
書
き
あ
げ
、
い
ま
は
ス
タ
ジ
オ
収
録
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
試
み
が
ど
こ
ま
で
成

功
し
た
か
、
そ
れ
は
ご
覧
に
な
っ
て
の
お
楽
し

み
と
い
う
こ
と
に
し
て
く
だ
さ
い
。

じ
つ
は
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
と
い
う
番
組
そ

の
も
の
が
、
昨
年
度
（
二
〇
一
七
年
）
か
ら
、
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
視
聴
者
は
高

齢
の
男
性
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
を

よ
り
若
い
年
代
に
切
り
替
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
す
。
現
に
、
そ
の
た
め
の
措
置
も
さ
ま
ざ

ま
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

担
当
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
は
三
〇
歳
そ
こ
そ
こ

の
女
性
で
す
。
実
際
に
収
録
を
仕
切
る
ス
タ
ジ

オ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
も
、
同
じ
く
女
性
で
す
。

お
ま
け
に
聞
き
手
を
務
め
て
い
た
だ
く
の
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
渡
邉
あ
ゆ
み
さ
ん
で
す
か
ら
、
女
性
が
圧
倒

的
に
優
位
な
環
境
な
の
で
す
。
聞
け
ば
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
教
育
テ
レ
ビ
で
は
、
半
数
の
職
員
が
女
性

だ
と
い
い
ま
す
。
し
か
も
み
な
そ
ろ
っ
て
、
す

こ
ぶ
る
優
秀
で
す
。
と
す
れ
ば
女
性
の
視
点
や

感
性
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き

で
す
。

そ
し
て
、
い
ま
す
ぐ
に
「
役
に
立
つ
仏
教
」

を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。「
役
に
立
つ
」
と
い
う

意
味
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
今
回
の
、

心
身
両
面
に
か
か
わ
る
「
糧
」
に
な
る
こ
と
が

典
型
例
に
な
り
ま
す
。
反
対
に
、
抽
象
的
で
、

理
解
が
難
し
く
、
誰
で
も
実
践
で
き
な
い
よ
う

で
は
、
現
実
の
生
活
と
縁
遠
い
と
い
う
理
由
で
、

「
役
に
立
た
な
い
仏
教
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
役
に
立
つ
仏
教
」
と
い
う
発
想
に
対
し
て
は
、

反
発
を
い
だ
く
方
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

わ
た
し
自
身
も
、
近
視
眼
的
な
価
値
観
か
ら

「
役
に
立
つ
」
と
か
「
役
に
立
た
な
い
」
と
言
わ

れ
る
と
、
い
い
気
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
仏

教
は
永
遠
不
滅
の
真
理
を
追
究
す
る
の
だ
か
ら
、

難
し
く
て
当
然
な
ど
と
い
う
考
え
方
は
も
う
通

用
し
ま
せ
ん
。
旧
来
の
考
え
方
に
こ
だ
わ
る
な

ら
、
仏
教
そ
の
も
の
が
、
僧
侶
を
の
ぞ
け
ば
、

誰
か
ら
も
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

時
代
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
ま
す
。

挿絵 /長谷川葉月

ま
さ
き
・
あ
き
ら

宗
教
学
者
。
一
九
五
三

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
。

役 に 立 つ 仏 教 ・
役 に 立 た な い 仏 教

正木 晃

正木晃先生ご出演

こころの時代
NHK  Eテレ（教育テレビ）

4月～9月│ 第3日曜日  午前5時～6時
再放送│ 第3土曜日  午後1時～2時

……………………放送予定……………………

……………………………………………………
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故郷の韮崎市神山町に建つ観音堂

と
本
堂
の
前
で
頭
ぐ
ら
い
下
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
遊
ぶ
ほ
う
に
熱
心
だ
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。

　
た
だ
良
か
っ
た
の
は
、
祖
母
が
非
常
に
信
心
深
く
、

村
は
ず
れ
に
観
音
様
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ

へ
お
参
り
し
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、
後
で
知
っ
た
こ
と

で
す
が
、
私
が
ち
ょ
っ
と
遠
く
へ
行
く
、
ス
キ
ー
大
会

へ
出
か
け
て
行
く
な
ん
て
い
う
と
、
心
配
で
す
ね
。
そ

れ
で
無
事
に
帰
っ
て
来
る
よ
う
に
と
、
そ
の
観
音
様
へ

必
ず
お
参
り
に
行
っ
て
く
れ
て
い
た
の
で
す
よ
。
そ
う

す
る
と
、
村
の
人
た
ち
は
、
あ
の
う
ち
の
子
は
ま
た
遊

び
に
行
っ
た
な
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
す
ぐ
情
報
が

洩
れ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
祖
母
で

し
た
。

藤
木
　
お
祖
母
さ
ん
が
心
配
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
、
周
り
の
人
も
分

か
っ
て
お
ら
れ
た
。

大
村
　
そ
う
で
す
、
う
れ
し
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。
村
の
人
が
言
う
ん
で

す
よ
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
昨
日
、

観
音
様
へ
行
っ
て
お
参
り
し
て
い
た

よ
」
と
。「
ま
た
、
あ
な
た
ど
こ
か
へ
行
っ
た
で
し
ょ

う
」
と
、
こ
う
く
る
わ
け
で
す
。
私
は
長
男
だ
か
ら
、

祖
母
に
し
て
み
れ
ば
、
何
と
か
怪
我
な
ど
し
な
い
で
ほ

し
い
と
思
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
本
人
は
言

い
ま
せ
ん
よ
。
本
人
は
一
言
も
私
に
は
そ
ん
な
こ
と
を

言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
の
無
事
を
祈
っ
て
く
れ
て
い

た
。

　
で
す
か
ら
私
は
田
舎
へ
帰
る
と
、
行
っ
て
帰
っ
て
く

る
だ
け
で
二
十
分
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
に
、
祠
に
入
っ
て

い
る
祖
母
が
お
参
り
し
た
観
音
様
に
ほ
と
ん
ど
毎
日
の

よ
う
に
、
朝
、
散
歩
が
て
ら
寄
っ
て
お
参
り
を
し
て
い

ま
す
。
祖
母
も
こ
の
道
を
通
っ
た
ん
だ
な
、
な
ん
て
思

い
な
が
ら
。
そ
う
い
う
意
味
で
祖
母
の
影
響
大
で
す
ね
。

要
す
る
に
私
は
敬
神
崇
祖
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
の

よ
う
な
家
族
の
中
で
育
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

藤
木
　
そ
れ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
が
、
今
、
教
育
の
中
で
そ
う
い
う
面

が
非
常
に
欠
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

大
村
　
と
く
に
最
近
の
子
ど
も
の
教
育
に
、

そ
う
い
う
も
の
を
も
っ
と
し
っ
か
り
取
り
入

れ
て
や
っ
て
お
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う

祖
母
が
私
の
無
事
を
祈
っ
て 

お
参
り
し
た
観
音
様

藤
木
　
今
日
は
二
〇
一
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医

学
賞
を
受
賞
な
さ
い
ま
し
た
、
大
村
先
生
に
お
話
を
う

か
が
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以
前
か
ら
お
訪
ね
し
た

い
と
存
じ
て
お
り
ま
し
た
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
後
は

大
変
に
お
忙
し
い
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
し
て
、
本
日

や
っ
と
実
現
の
運
び
と
な
り
、
感
激
い
た
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
そ
れ
で
は
、
先
生
の
少
年
時
代
の
遊
び
と

か
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
と
か
、
何
か
そ
ん
な
思
い
出

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
…
…
。

大
村
　
私
は
、
後
で
覚
え
た
言
葉
だ
け
れ
ど
も
、
敬
神

崇
祖
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
、
神
を
敬
い
ご
先
祖

様
を
崇
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
言
葉
が
気
に
入

っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
こ

ろ
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
ま
さ
に
敬
神
崇
祖
の
場
所

で
私
は
遊
ん
で
い
た
ん
で
す
ね
。
神
様
の
ほ
う
は
武
田

八
幡
宮
と
い
う
の
が
、
武
田
信
義
公
以
来
ず
っ
と
守
り

神
で
あ
り
、
仏
様
の
ほ
う
で
は
菩
提
寺
の
願
成
寺
さ
ん
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
駆
け
ず
り
回
っ
て
い
ま
し
た
。
あ

ま
り
そ
の
当
時
は
え
ら
い
お
参
り
は
し
な
い
、
ち
ょ
っ

ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞  

大
村
智
教
授
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

上

教
育
も
研
究
も

基
本
は
人
づ
く
り
で
す

大
村 

智
（
お
お
む
ら
さ
と
し
）

１
９
３
５
年
山
梨
県
韮
崎
市
出
身
。
58
年
山
梨
大
学
学

芸
学
部
自
然
科
学
科
卒
業
。
58
年
東
京
都
立
隅
田
工
業

高
等
学
校
教
諭
。
63
年
東
京
理
科
大
学
大
学
院
理
学
研

究
科
修
士
課
程
修
了
。
65
年（
社
）北
里
研
究
所
入
所
。

75
年
北
里
大
学
薬
学
部
教
授
。
90
年
北
里
研
究
所
理

事
・
所
長
。
２
０
０
７
年
同
大
名
誉
教
授
。
08
年（
学
）

北
里
研
究
所
名
誉
理
事
長
。
13
年
か
ら
同
大
特
別
栄
誉

教
授
。
２
０
０
１
年
学
士
院
会
員
。
12
年
文
化
功
労
者
。

15
年
文
化
勲
章
、
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞
。

聞
き
手 

藤
木
隆
宣
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大村家の菩提寺　鳳凰山願成寺（韮崎市・曹洞宗）

子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
来
て
、
少
し
で
も
生
活
で
き
る

よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
と
。
キ
ャ
ン
プ
を
張
ら
な
い
ま

で
も
、
教
室
で
寝
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
、
生
活

で
き
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い
う
や
り
方
で
、
子
ど
も

た
ち
が
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
っ
た
ら
い
い
と

思
う
ん
で
す
。

藤
木
　
そ
う
い
う
仕
組
み
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
ね
。

大
村
　
市
長
と
も
よ
く
そ
ん
な
話
を
す
る
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
と
、
今
は
親
が
教
師
に

文
句
を
言
う
そ
う
で
す
、
小
学
校
の
先
生
に
。
先
生
方

は
一
生
懸
命
や
っ
て
、
い
い
と
思
っ
て
や
っ
て
い
て
も
、

そ
れ
に
対
し
て
親
が
余
計
な
口
出
し
を
す
る
。
モ
ン
ス

タ
ー
・
ペ
ア
レ
ン
ツ
だ
か
ら
ね
。
本
当
は
、
親
た
ち
が

ま
ず
ち
ゃ
ん
と
し
た
こ
と
を
や
っ
て
子
ど
も
に
見
せ
る

こ
と
が
、
ま
ず
親
た
ち
の
役
目
だ
。
そ
う
思
い
ま
す
。

そ
し
て
子
ど
も
を
学
校
へ
送
っ
た
ら
、
あ
と
は
学
校
の

先
生
に
任
せ
る
。

　
そ
れ
か
ら
僕
ら
の
こ
ろ
は
、
村
を
挙
げ
て
子
ど
も
を

叱
っ
た
り
、
あ
る
い
は
み
ん
な
で
も
っ
て
褒
め
て
や
っ

た
り
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

藤
木
　
そ
う
い
う
地
域
共
同
体
の
動
き
と
い
う
の
は
鈍

く
な
り
ま
し
た
ね
。
地
域
で
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う

こ
と
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

大
村
　
そ
う
で
す
。
今
、
子
ど
も
が
子
ど
も
が
、
っ
て

言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
問
題
は
親
だ
と
私
は
思
う
。

何
と
い
っ
て
も
親
た
ち
で
す
。
子
ど
も
を
学
校
へ
や
っ

て
い
る
親
た
ち
に
、
も
っ
と
し
っ
か
り
や
っ
て
も
ら
わ

な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
よ
。

科
学
者
で
あ
る
前
に
、 

ま
ず
人
間
で
あ
る
こ
と

大
村
　
私
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
頂
い
て
か
ら
、
い
ろ
ん
な

子
ど
も
た
ち
が
私
に
質
問
し
て
く
れ
る
ん
で
す
ね
。
こ

れ
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
自
分
は
科
学
者
に

な
り
た
い
と
、
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
学
ん
だ
ら
い
い
か

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
聞
か
れ
る
。
そ
れ
か
ら
県

と
か
大
学
で
、
私
の
名
前
を
付
け
た
賞
を
出
し
て
く
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
授
賞
式
に
は
私
、
立
ち
会
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
挨
拶
を
す
る
の
は
、

サ
イ
エ
ン
ス
も
大
事
だ
け
れ
ど
も
、
人
と
し
て
大
切
な

も
の
、
人
間
力
と
言
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
身

に
付
け
て
お
か
な
い
と
、
あ
な
た
方
の
サ
イ
エ
ン
ス
は

生
き
ま
せ
ん
よ
と
、
そ
う
い
う
お
話
を
よ
く
す
る
ん
で

す
。

　
と
く
に
子
ど
も
た
ち
に
は
、
と
に
か
く
自
然
と
接
し

な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
者
に
な
る
も

の
が
芽
生
え
て
く
る
と
、
そ
う
い
う
分
か
り
や
す
い
話

を
し
て
い
ま
す
。
今
、
子
ど
も
た
ち
が
ス
マ
ホ
だ
か
何

か
、
あ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
で

は
将
来
ど
う
な
る
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
よ
。

藤
木
　
あ
の
ス
マ
ホ
を
み
て
お
り
ま
す
と
、
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
の
将
来
が
心
配
に
な
り
ま
す
ね
。

大
村
　
心
配
で
す
ね
、
本
当
に
。
こ
の
間
も
渋
谷
で
混

雑
す
る
と
こ
ろ
を
、
ス
マ
ホ
を
見
な
が
ら
歩
い
て
い
る
。

人
の
こ
と
な
ん
か
考
え
て
い
な
い
、
ぶ
つ
か
っ
た
っ
て

気
が
し
ま
す
よ
ね
。
い
じ
め
だ
と
か
登
校
拒
否
と
い
う

の
は
、
み
ん
な
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
欠
け
て
い
る
か
ら

だ
と
、
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
つ
き
つ
め
て
い

く
と
、
問
題
は
両
親
な
ん
で
す
。
親
た
ち
が
敬
神
崇
祖

と
い
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
見
習
っ
て
い
く
わ
け
で
す
よ
。

親
の
言
う
こ
と
は
聞
か
な
い
け
れ
ど
も
、
親
の
や
っ
て

い
る
こ
と
は
見
て
い
る
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
と
い
う

の
は
。子

ど
も
た
ち
は 

自
然
の
中
で
遊
ば
せ
た
い

藤
木
　
そ
れ
か
ら
最
近
の
子
ど
も
た
ち
は
自
然
の
中
で

学
ば
な
い
、
昆
虫
な
ん
か
を
見
る
と
嫌
が
る
と
い
い
ま

す
。
そ
の
辺
、
い
か
が
お
考
え
で
す
か
。

大
村
　
自
然
に
触
れ
る
こ
と
は
一
番
大
事
で
す
。
自
然

に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
に
お
い
て
も

も
の
す
ご
く
大
事
な
ん
で
す
よ
。
私
が
い
つ
も
言
う
の

は
、
と
に
か
く
子
ど
も
た
ち
は
自
然
に
触
れ
る
、
公
園

で
も
郊
外
で
も
、
あ
る
い
は
田
舎
で
も
い
い
け
れ
ど
も
、

自
然
に
触
れ
る
こ
と
が
科
学
の
原
点
だ
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
方
、
生
き
物
に
対
し
て
触

れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
優
し
さ

と
か
、
思
い
や
り
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
身
に
つ
い

て
い
く
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
と
に
か
く
自
然

に
触
れ
さ
せ
な
き
ゃ
駄
目
で
す
ね
。

　
都
会
で
暮
ら
し
て
い
る
と
、
例
え
ば
兎
を
飼
っ
た
り
、

羊
を
飼
っ
た
り
と
い
う
、
今
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
い
う
こ

と
が
で
き
な
い
で
す
か
ら
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
何
た
っ
て

田
舎
へ
連
れ
出
す
こ
と
で
す
。
田
舎
の
自
然
の
中
に
置

く
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
を
。
そ
う
し
た
ら
慣
れ
て
き
ま

す
。
初
め
は
嫌
が
っ
て
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
昆
虫

だ
っ
て
手
に
と
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
。
そ
れ
は
今
、

都
会
で
暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
昆
虫
を
持
っ
て
来
て
、

さ
あ
、
触
れ
な
ん
て
言
っ
た
っ
て
、
そ
れ
は
無
理
で
す
。

や
は
り
そ
う
い
う
環
境
に
連
れ
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

　
都
会
の
子
ど
も
は
と
く
に
、
田
舎
で
少
し
生
活
さ
せ

る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
韮
崎
の
小
学
校
に

も
言
っ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
小
学
校
の
夏
休
み
の

間
は
小
学
校
が
空
く
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
都
会
の
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話
に
な
り
ま
し
た
。
親
切
に
し
て
い
た
だ
い
た
思
い
出

が
あ
り
ま
す
。

大
村
　
そ
う
で
す
か
。
松
原
先
生
の
お
嬢
さ
ん
が
、
私

が
理
事
長
を
や
っ
て
い
た
女
子
美
術
大
学
の
卒
業
生
と

い
う
ご
縁
も
あ
っ
て
、
泰
道
先
生
は
こ
こ
の
病
院
へ
よ

く
通
っ
て
お
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
色
紙
や
著
書
も
ず
い

ぶ
ん
頂
戴
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
先
生
は

「
生
き
き
る
」
と
い
う
言
葉
を
私
に
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

た
だ
生
き
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
生
き
き
る
と
い
う
、
こ

れ
を
目
指
し
な
さ
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

藤
木
　
先
生
ご
自
身
の
健
康
法
と
な
る
と
、
ど
ん
な
こ

と
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

大
村
　
私
は
も
う
八
十
三
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
、
健
康
で
な
け
れ
ば
何
も
で
き
な
い
。
結
構
大
き
な

研
究
グ
ル
ー
プ
を
や
っ
て
い
く
の
は
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
す
る
の
は
大
変
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
に
は
体
力
も
必

要
だ
し
、
気
力
も
必
要
な
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
き

ち
ん
と
維
持
で
き
る
よ
う
な
健
康
管
理
を
や
っ
て
い
ま

す
。
毎
朝
、
ス
ト
レ
ッ
チ
を
す
る
と
か
、
散
歩
す
る
と

か
で
す
。

藤
木
　
ど
れ
ぐ
ら
い
散
歩
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

大
村
　
こ
れ
ら
を
一
時
間
か
け
て
や
り
ま
す
ね
。
朝
起

き
て
、
ま
ず
軽
く
ス
ト
レ
ッ
チ
を
や
っ
て
、
筋
肉
を
き

ち
ん
と
鍛
え
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
気
分
転
換
も
図

っ
て
散
歩
に
出
か
け
て
行
く
。
散
歩
と
い
っ
て
も
、
私

の
住
ん
で
い
る
世
田
谷
区
岡
本
と
い
う
の
は
本
当
に
岡

の
上
で
す
か
ら
、
ま
ず
、
急
な
坂
を
降
り
て
行
く
、
こ

れ
は
結
構
足
が
大
変
な
ん
で
す
よ
。
降
り
る
と
今
度
は

上
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
。
す
る
と
今
度
は
、
は
あ
は

あ
い
う
。
だ
か
ら
、
下
り
の
と
き
は
足
を
鍛
え
、
上
り

は
心
臓
を
鍛
え
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
で
、
と
に

か
く
一
時
間
は
か
け
る
。
散
歩
を
し
て
い
る
と
、
い
ろ

ん
な
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
し
、
そ
れ
は
ま
さ

に
習
慣
に
し
て
い
る
ん
で
す
。

　
今
日
み
た
い
な
雨
の
日
は
、
足
元
が
危
な
い
の
で
散

歩
に
は
行
け
な
い
。
と
く
に
ま
た
雪
が
降
っ
た
な
ん
て

い
う
と
き
に
は
ね
。
そ
う
い
う
と
き
は
、
家
の
中
の
階

段
を
マ
ッ
チ
棒
を
使
っ
て
数
え
な
が
ら
何
十
回
と
上
り

下
り
し
て
い
る
ん
で
す
。
二
階
ま
で
行
っ
て
、
マ
ッ
チ

棒
を
一
つ
置
い
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
上
っ
た
り
下

り
た
り
、
何
回
や
っ
た
か
忘
れ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
、
マ
ッ

チ
棒
の
数
で
分
か
る
わ
け
で
す
。

大
村
式 

「
黄
金
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」

大
村
　
健
康
に
関
連
し
て
、
私
が
大
事
に
し
て
い
る
三

つ
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
今
お
話
し
た
「
健
康
管
理
」
と
、

「
研
究
推
進
」「
一
期
一
会
」
の
二
つ
。
こ
れ
は
図
を
も

っ
て
説
明
す
る
と
分
か
り
や
す
い
ん
で
す
が
、「
健
康

管
理
」
を
頂
点
と
す
る
正

三
角
形
に
描
き
、
文
字
を

金
色
の
鮮
や
か
な
も
の
に

し
て
、「
黄
金
の
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
」
と
命
名
し
ま

し
た
。
そ
し
て
真
ん
中
に
、

ど
ん
と
「
趣
味
」
を
置
き

関
係
な
い
と
い

う
態
度
で
、
ご

め
ん
な
さ
い
も

言
い
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
人
間

が
増
え
て
き
ま

し
た
ね
。
そ
れ

で
は
、
日
本
の

い
い
と
こ
ろ
が

急
激
に
失
わ
れ

て
い
く
な
と
い

う
感
じ
が
し
ま

す
ね
。

藤
木
　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
子
ど
も
た
ち
や
次
世
代

の
若
い
人
た
ち
へ
の
、
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
。

大
村
　
ど
の
よ
う
な
方
向
に
い
こ
う
と
も
、
一
番
大
事

な
こ
と
は
思
い
や
り
で
す
。
相
手
の
こ
と
を
思
い
な
が

ら
行
動
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
欠
け
た
ら
、

人
間
と
し
て
は
か
な
り
問
題
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す

よ
ね
。
私
は
、
ま
ず
は
人
間
を
つ
く
ら
な
き
ゃ
駄
目
だ

と
い
う
考
え
が
強
い
わ
け
で
す
。
科
学
を
や
っ
た
だ
け

じ
ゃ
人
間
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
専
門
の

科
学
は
し
っ
か
り
勉
強
し
て
も
ら
う
け
れ
ど
、
そ
れ
以

外
に
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　
今
、
私
の
仕
事
は
こ
の
研
究
室
に
百
人
近
く
い
る
研

究
者
た
ち
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
し

っ
か
り
と
し
た
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
わ
き
ま
え
た
、
そ

う
い
う
人
間
に
な
っ
て
ほ
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ

こ
は
薬
学
と
か
、
化
学
の
研
究
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
け

れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
駄
目
だ
と
私
は
思

う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
を
配
り
な

が
ら
や
っ
て
い
ま
す
よ
。
と
き
に
は
大
勢
集
め
て
話
を

す
る
、
今
度
は
幹
部
達
を
集
め
て
話
を
す
る
、
そ
れ
か

ら
そ
の
合
間
に
、
暇
を
み
て
は
学
生
や
若
い
研
究
者
の

と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
い
ろ
ん
な
話
を
す
る
。
う
ち
の
連

中
は
み
ん
な
、
今
お
話
し
し
た
よ
う
な
気
持
ち
が
あ
り

ま
す
よ
。
育
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
ね
。

人
生
を
生
き
き
る
た
め
に
、 

ま
ず
健
康
管
理

藤
木
　
子
ど
も
た
ち
や
若
い
人
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
老
い
を
迎
え
た
、

あ
る
い
は
す
で
に
老
境
に
お
ら
れ
る
方
々
に
、
何
か
ア

ド
バ
イ
ス
の
よ
う
な
お
話
を
い
た
だ
け
れ
ば
…
…
。

大
村
　
こ
れ
は
皆
さ
ん
の
ほ
う
が
よ
く
分
か
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、

私
は
韮
崎
で
温
泉
を
掘
っ
て
、
白
山
温
泉
と
い
う
日
帰

り
温
泉
で
す
が
、
そ
こ
へ
お
年
寄
り
に
来
て
い
た
だ
い

て
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
人
た
ち
に
よ
く
話
す
こ

と
は
、
希
望
を
持
っ
て
何
か
や
ろ
う
、
小
さ
な
こ
と
で

も
い
い
か
ら
、
希
望
を
持
っ
て
や
る
こ
と
が
大
事
だ
よ
、

と
。
南
無
の
会
の
松
原
泰
道
先
生
、
亡
く
な
ら
れ
る
ち

ょ
っ
と
前
ま
で
、
よ
く
う
ち
の
東
洋
医
学
研
究
所
に
来

て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。

藤
木
　
松
原
先
生
に
は
、
私
は
若
い
こ
ろ
に
大
変
お
世
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長野県／水出博司様 兵庫県／宮田万里子様
香川県／黛 龍典様

142号座談会『禅文化は現代にも生きている』よ
り、「伝統の中に新しい文化を」とのところで、
家庭の床の間という美術館があるというお話、
とても感激致しました。我が家では四季ごとに
掛軸を替え、お香を焚くぐらいで、もっと関心
を持たなければと思いました。

曹洞禅グラフ143冬号プレゼント松本零士先生
の著書『ハーロック＆トチロー単行本未収録作
品集』（サイン入り）は次の方が当選されました。

読者からのお便り 大槻和子 様

大村智博士の著書『ストックホルムへの
廻り道』を5名の方にプレゼントいたし
ます。仏教企画（P.11送り先）まで、お名
前・ご住所・電話番号・プレゼント名を明
記のうえハガキでご応募ください。

平成30年8月末必着
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1

苦
の
原
因
で
あ
る
「
煩
悩
」。
こ
れ
は
身
心
を
迷

わ
せ
・
乱
し
・
汚
す
心
の
作
用
で
あ
り
、
仏
の
境
地

で
あ
る
安
楽
を
妨
げ
ま
す
。
今
回
よ
り
取
り
上
げ
る

「
三
毒
」
と
は
、
仏
教
の
教
え
に
沿
い
「
煩
悩
」
の
中

で
最
も
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
る
三
要
素
で
す
。

四
回
に
わ
た
り
、
こ
の
「
三
毒
」
各
意
味
の
説
明
と
、

解
消
し
て
い
く
作
法
を
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
。
作

法
に
は
特
別
な
準
備
や
心
構
え
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

「
三
毒
」
に
陥
り
そ
う
な
そ
の
瞬
間
、
そ
の
場
で
で

き
る
作
法
ば
か
り
で
す
。
習
慣
に
な
っ
て
い
く
に
つ

れ
身
心
が
調
っ
て
い
き
、
日
常
を
平
安
に
過
ご
す
時

間
が
増
え
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

曹
洞
宗
で
は
生
前
授
戒
や
葬
儀
の
際
に
必
ず
お
唱

え
す
る
「
懺さ
ん

悔げ

文も
ん

」
と
い
う
偈
文
（
短
い
唱
え
事
）
が

あ
り
ま
す
。
意
味
（
意
訳
）
は
「
貪と
ん

・
瞋じ
ん

・
痴ち

と
い
う

三
つ
の
心
の
作
用
は
、
苦
し
み
を
伴
っ
た
行
い
・
言

葉
・
気
持
ち
を
作
り
出
す
源
で
す
。
私
が
元
来
有
し

て
い
る
全
て
の
身
心
と
丁
寧
に
向
き
合
い
認
め
続
け

る
こ
と
で
、
苦
し
み
を
解
放
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
」

で
す
。
こ
の
偈
文
中
に
あ
る
「
貪
・
瞋
・
痴
」
の
三
つ

の
言
葉
が
「
三
毒
」
で
す
。

ま
ず
今
回
は
、
懺
悔
文
に
あ
る
「
丁
寧
に
向
き
合

い
認
め
続
け
る
こ
と
」
で
身
心
の
苦
し
み
を
和
ら
げ

る
作
法
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。

ふじい　りゅうえい

豊橋市一月院副住職。横浜市 
徳雄山 建功寺勤務。北海道大
学水産学部卒業。同大学院中退。
整体師。zafu代表。身心堂 主宰。

「zafuざふ」「安楽坐禅法」開
発者。　禅をベースにしたオリ
ジナルの運動療法、動的瞑想法
を伝える活動を展開。

下腹部左右に両手のひら
をそっと置きます。お

腹の内側感覚を手のひらに伝
えるようにします。通常手作
業をする時には手の側が作業
の主だと考えますが、この場
合は逆です。手のひらはあく
までお腹の感覚を受け取る受
容体です。お腹からの情報を
丁寧に受け取って下さい。そ
して心地よさにゆだねながら
上半身をゆっくりと揺らして
下さい。受容が深まることで
安心が築かれていきます。

両手の平を頭頂部に重ね
て組み、そっと置きます。

頭頂部の赴くまま上半身全体
で揺れることで、脳からの情
報を手のひらで感覚を研ぎ澄
ませ受け止め続けて下さい。
意図して行ってはいけません。
結果として脳の疲れがとれて
いくとともに、迷いが消え、
進むべき方向が自然に示唆さ
れていきます。

左右の腰に手のひらを当
て、腰内部からの情報

をできるだけ受け取れるよう
に、手のひらが触れる位置・
強さを自在に変化させながら、
腰を心地良く揺らし続けて下
さい。腰内部の臓器は腎臓で
す。腎臓は排出を司る臓器で
あるとともに、元気を作り出
す源でもあります。手のひら
でいたわりながら丁寧に向き
合ってあげて下さい。ゆだね
認め続けることで自然に元気
が沸いてきます。

お
腹

頭
頂

腰
「
三
毒
」
と
は

123

作 法 で 導 く 心 の 調 え 方

「 三 毒 」を 解 消 す る

藤
井
隆
英
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風外本高（正泉寺所蔵） 瑞岡珍牛（正泉寺所蔵）

今
号
で
は
、
宗
門
人
僧
侶
の
画
い
た
絵
を
紹

介
し
ま
す
。
中
国
・
唐
時
代
の
「
寒か
ん

山ざ
ん

」
と
「
拾じ
っ

得と
く

」
の
二
人
を
画
い
た
も
の
で
す
。

「
寒
山
」
の
脱
俗
的
な
気き

韻い
ん

、
時
流
を
風
刺
し

た
詩し

風ふ
う

、
自
由
自
在
な
境
地
が
、
私
達
、
禅
僧

の
作
る
詩
偈
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
詩
集
で
あ
る
「
寒
山
詩
」
は
愛
読

さ
れ
、
親
し
み
や
す
い
気
持
ち
を
も
ち
ま
す
。

今
回
は
、
瑞ず
い

岡こ
う

珍ち
ん

牛ぎ
ゅ
うと
風ふ
う

外が
い

本ほ
ん

高こ
う

の
画
い
た

「
寒か
ん

山ざ
ん

拾じ
っ

得と
く

図ず

」
で
す
。

瑞ず
い

岡こ
う

珍ち
ん

牛ぎ
ゅ
う（

一
七
四
二
―
一
八
二
二
）
に
つ
い

て
は
、『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
一
三
六
号
で
、
そ

の
一
行
書
を
紹
介
し
ま
し
た
。
珍
牛
は
画
が
得

意
で
、「
永
平
高
祖
行
状
記
」
と
い
う
在
家
向

け
の
道
元
禅
師
伝
を
絵
図
入
り
で
出
版
し
ま
し

た
。
こ
の
図
は
寒
山
が
書
物
を
か
ざ
し
て
見
る

姿
、
帚ほ
う
きを
持
っ
た
拾
得
の
二
人
が
も
っ
さ
り
と

し
た
田
舎
者
然
と
し
て
語
り
合
っ
て
い
る
印
象

的
な
画
で
す
。

次
の
風
外
本
高
（
一
七
七
九
―
一
八
四
七
）
は
、

玄げ
ん

楼ろ
う

奥お
う

竜り
ゅ
うの

弟
子
で
愛
知
県
香
積
寺
が
主
な
住

職
地
で
す
。
池い
け

大た
い

雅が
（
一
七
二
三
―
一
七
七
二
）

ば
り
の
山
水
画
は
広
く
一
般
に
も
珍
重
さ
れ
ま

し
た
。

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
一
四
一
号
に
紹
介
し
ま
し

た
風ふ
う

外が
い

慧え

薫く
ん

が
洞
窟
に
住
ん
だ
こ
と
か
ら
穴あ
な

風ふ
う

外が
い

と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、
風
外
本
高
は
そ
の

サ
イ
ン
が
蛸た
こ

に
似
て
い
る
こ
と
で
、
た
こ
風
外

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
双
幅
の
右
が
寒
山
で
山
中
、
松
の
木
の

下
、
微
風
の
中
で
本
を
読
ん
で
い
る
。
左
の
拾

得
が
こ
れ
を
見
て
、
持
っ
て
い
た
帚
を
投
げ
出

し
た
。
正
に
以
心
伝
心
の
風
光
を
画
材
に
し
ま

し
た
。

幽ゆ
う

玄げ
ん

を
好
み
、
悠
々
自
適
を
目
指
し
た
風
外

は
き
っ
と
「
寒
山
詩
」
を
読
ん
だ
こ
と
で
し
ょ

う
。
自
分
の
書
い
た
書
画
の
遊ゆ
う

印い
ん

に
「
好こ
う

幽ゆ
う

」

の
二
文
字
を
使
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
り

ま
す
。
因
み
に
〝
穴
風
外
〟
も
「
好
幽
」
の
印
を

使
っ
て
い
ま
し
た
。

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、	 曹洞宗禅文化の会会長、藤枝市正泉寺東堂。

寒か

ん

山ざ

ん

拾じ

っ

得と

く

図ず

宗  門  の  絵  画
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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

、
善ぜ

ん

知ち

識し
き

を
求も

と

め
善ぜ

ん

護ご

助じ
ょ

を
求も

と

む
る
こ
と

は
、
不ふ

忘も
う

念ね
ん

に
如し

く
は
無な

し
。
若も

し
不ふ

忘も
う

念ね
ん

有あ

る
者も

の

は
、

諸も
ろ
も
ろの

煩ぼ
ん

悩の
う

の
賊ぞ

く

、
則す

な
わ

ち
入い

る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
是こ

の

故ゆ
え

に
汝

な
ん
じ

等ら

、
常つ

ね

に
当ま

さ

に
念ね

ん

を
攝お

さ

め
て
む
ね
に
お
く
べ
し
。

若も

し
念ね

ん

を
失し

つ

す
る
者も

の

は
、
則す

な
わ

ち
諸

も
ろ
も
ろの

功く

徳ど
く

を
失し

つ

す
。
若も

し
念ね

ん

力り
き

堅け
ん

強ご
う

な
れ
ば
、
五ご

欲よ
く

の
賊ぞ

く

中ち
ゅ
うに

入い

る
と
雖い

え
ど

も
、

為た
め

に
害が

い

せ
ら
れ
ず
。
譬た

と

え
ば
、
鎧よ

ろ
い

を
著き

て
陣じ

ん

に
入い

れ
ば

則す
な
わち

畏お
そ

る
る
所

と
こ
ろ

無な

き
が
如ご

と

し
。
是こ

れ
を
不ふ

忘も
う

念ね
ん

と
名な

づ

く
。訳修

行
者
た
ち
よ
、
正
し
い
教
え
に
導
い
て
く
れ
る
師
や
友

を
求
め
、
善
き
助
け
を
求
め
る
こ
と
は
、
不
忘
念
に
勝
る
も

の
は
な
い
。
も
し
不
忘
念
あ
る
も
の
に
は
、
諸
々
の
煩
悩
の

誘
惑
が
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

君
た
ち
は
、
常
に
正
し
ょ
う

法ぼ
う

を
心
に
お
さ
め
て
い
な
さ
い
。
も
し
、

正
法
を
忘
れ
る
な
ら
ば
、
諸
々
の
功
徳
を
失
う
の
で
あ
る
。

も
し
正
法
を
思
い
続
け
る
力
が
強
け
れ
ば
、
五
欲
の
賊
の
中

に
あ
っ
て
も
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
る
な
ら
ば
鎧

を
着
け
て
戦
い
に
の
ぞ
め
ば
畏
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
な

も
の
だ
。
こ
れ
を
不
忘
念
の
教
え
と
言
う
の
で
あ
る
。

解
説

不
忘
念
こ
そ
善
知
識
に
勝
る
と
は

仏
弟
子
に
と
っ
て
、
善
知
識
を
求
め
、
善
護
助
を
求

め
る
な
ら
ば
、
外
に
求
め
る
よ
り
も
、
自
ら
の
不
忘
念

の
ほ
う
が
勝
れ
て
い
る
、
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
不
忘
念
と
は
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
で
す
の

で
、
辞
書
を
引
き
ま
す
と
、「
真
理
を
常
に
心
に
念
じ

て
忘
れ
な
い
こ
と
。
正
念
を
続
け
る
こ
と
」
と
あ
り
ま

す
。
道
元
禅
師
様
の
『
正
法
眼
蔵
』「
八は
ち

大だ
い

人に
ん

覚が
く

」
巻
に

は
、「
ま
た
守し
ゅ

正し
ょ
う

念ね
ん

と
名
づ
く
。
法
を
守
っ
て
失
せ
ざ

る
を
、
名
づ
け
て
正
念
と
為
す
、
ま
た
不
忘
念
と
名
づ

く
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
言
葉
は
、
説
明
が
必
要
で
す
が
、

そ
の
都
度
ご
一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う
。

道
元
禅
師
様
は
、
善
知
識
の
中
で
も
殊
に
正

し
ょ
う

師し

に
出

会
い
、
そ
の
教
え
に
導
か
れ
る
こ
と
が
、
仏
道
修
行
に

あ
た
っ
て
大
事
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
著
『
正

法
眼
蔵
』
で
力
説
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
名
利
を

求
め
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
よ
う
な
人
で
も
「
正
師

の
お
し
え
に
あ
い
て
、
ひ
る
が
え
し
て
正
法
を
も
と
む

れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
得
道
す
」
と
ま
で
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
釈
尊
の
こ
の
『
遺
経
』
の
教
え
で
は
、「
不

忘
念
」
に
勝
る
も
の
は
な
い
、
と
、
ま
で
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
正
師
に
出
会
っ
て
、
正
法
を
学
び
、
正
法
を
学

べ
ば
、
不
忘
念
を
持
て
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
に
が
正
法
で
あ
る
の
か
、
わ
か
ら
な
け
れ
ば
不
忘
念

を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
善
知
識
よ
り
も
不
忘
念
の
ほ
う
が
勝
っ
て

い
る
、
と
言
わ
れ
て
も
不
忘
念
あ
る
も
の
と
な
る
に
は
、

独
り
よ
が
り
の
法
の
理
解
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
多

く
の
善
知
識
に
出
会
い
、
特
に
正
師
に
出
会
う
こ
と
は

大
事
で
す
。

そ
う
し
て
、
常
に
法
を
求
め
る
と
い
う
ア
ン
テ
ナ
を

立
て
て
生
き
て
い
れ
ば
、
正
法
を
説
く
師

に
出
会
え
る
チ
ャ
ン
ス
は
き
っ
と
あ
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
時
折
と
ん
で
も
な
い

師
に
出
会
っ
て
し
ま
い
、
暗
闇
に
導
か
れ

て
し
ま
う
事
件
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
外
に
向
か

っ
て
求
め
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
、

外
に
向
か
っ
て
求
め
つ
つ
自
ら
も
学
ん
で

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
仏
法

を
し
っ
か
り
と
学
ぶ
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「
自じ

帰き

依え

法ほ
う

　
当と
う

願が
ん

衆し
ゅ

生じ
ょ
う　
深じ
ん

入に
ゅ
う

経き
ょ
う

蔵ぞ
う

　
智ち

慧え

如に
ょ

海か
い

（
自
ら
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
　
当
に
願
わ
く
は
衆
生
と
と

も
に
　
深
く
経
蔵
に
入
っ
て
　
智
慧
海
の
如
く
な
ら
ん
）」
と

い
う
文
言
が
「
三さ
ん

帰き

礼ら
い

文も
ん

」
と
い
う
お
経
の
中
に
も
あ

り
ま
す
。

皆
様
も
お
寺
か
ら
頂
く
御
本
や
、
教
え
を
常
に
学
ん

で
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
経
典
に
も
学
び
、
仏

教
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
な
ど
に
も
親
し
み
、
僭
越
な

が
ら
こ
の
解
説
も
学
ん
で
頂
き
、
こ
の
世
に
頂
い
た
唯

一
の
あ
な
た
の
命
が
、
こ
の
世
で
生
き
る
灯
り
と
な
さ

っ
て
く
だ
さ
い
。

や
は
り
不
忘
念
は
善
知
識
に
勝
る

さ
て
、
正
師
に
出
会
い
、
不
忘
念
を
持
て
た
と
し
ま

す
と
、
自
分
に
と
っ
て
正
師
よ
り
も
不
忘
念
に
勝
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

正
師
が
自
分
の
命
を
生
き
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
を
生
き
て
い
く
の
は
こ
の
自
分

で
す
。
煩
悩
の
賊
が
侵
入
し
て
き
た

と
き
、
た
と
え
ば
「
君
に
大
金
を
あ

げ
よ
う
、
だ
か
ら
そ
ん
な
つ
ま
ら
な

い
修
行
な
ん
て
や
め
て
し
ま
い
な
さ

い
」
と
耳
元
で
囁
か
れ
た
時
、
不
忘

念
が
な
け
れ
ば
大
金
に
目
が
眩
ん
で

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
美
女
が

目
の
前
で
誘
惑
し
た
時
、
美
女
に
目

が
眩
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
し
く
は
イ
ケ
メ
ン
か
ら
「
そ
ん
な

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。

仏
遺
教
経
解
説
9  

丸
山
劫
外

写真提供：西方智浩
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常
に
坐
禅
修
行
に
精
進
し
、
欲
に
と
ら
わ
れ
な
い
心

の
状
態
、
心
に
禅
定
が
あ
れ
ば
、
時
に
栄
え
、
時
に
滅

び
、
時
に
名
声
を
得
た
か
と
思
う
と
、
そ
れ
を
一
瞬
に

し
て
失
い
、
時
に
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
人
も
、
不

祥
事
が
露
見
し
て
、
自
ら
が
落
ち
る
鳥
に
な
っ
て
し
ま

う
よ
う
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
世
間
に
振
り
回
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

よ
く
禅
僧
は
透
徹
し
た
目
を
持
っ
て
い
る
、
と
言
わ

れ
ま
す
が
、
そ
れ
は

坐
禅
中
の
禅
定
を
経

験
し
て
い
る
か
ら
で

し
ょ
う
。

お
釈
迦
様
は
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

の
下も
と

で
、
坐
禅
を

な
さ
っ
て
お
悟
り
を

開
か
れ
ま
し
た
。
で

す
か
ら
坐
禅
が
大
事

で
あ
る
こ
と
を
、
最

期
に
臨
ん
で
、
ど
う

し
て
も
弟
子
た
ち
に

伝
え
た
か
っ
た
の
で
す
。

私
た
ち
も
で
き
る
限
り
坐
禅
の
機
会
を
得
た
い
と
思

い
ま
す
。
道
元
禅
師
様
も
只し

管か
ん

打た

坐ざ
（
ひ
た
す
ら
に
坐
禅
）

を
説
き
続
け
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
に
学
び
、
道
元
禅
師

様
に
学
ぶ
者
は
、
坐
禅
の
大
事
な
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

唐
・
宋
代
の
中
国
の
禅
僧
の
研
究
を
私
は
少
し
い
た

し
ま
し
た
が
、
ど
の
禅
僧
も
悟
り
を
求
め
て
坐
禅
修
行

に
あ
け
く
れ
て
い
ま
す
。
芙ふ

蓉よ
う

道ど
う

楷か
い

と
い
う
禅
師
の
も

と
で
は
、
一
日
一
椀
の
お
粥
だ
け
で
も
、
雲
水
た
ち
は

坐
禅
修
行
に
つ
と
め
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。

私
自
身
の
坐
禅
修
行
は
、
今
は
十
分
と
は
言
え
ま
せ

ん
が
、
時
に
天
地
い
っ
ぱ
い
の
命
を
生
き
て
い
る
実
感

が
あ
り
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
机
の
前
に
い
る
と
き
は

う
る
さ
く
て
ど
う
し
よ
う
も
な
い
二
匹
の
家
猫
も
、
私

の
坐
禅
中
は
、
邪
魔
を
し
な
い
で
周
り
で
静
か
に
座
っ

て
い
ま
す
。

「
智
慧
の
水
の
為
の

故
に
、
善
く
禅
定
を

修
し
て
云
々
」
の
文

言
か
ら
、
禅
定
を
修

行
す
る
と
こ
ろ
に
智

慧
は
沸
き
出
で
る
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
、

と
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
真
理
を

見
極
め
る
真
実
の
智

慧
は
禅
定
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改

め
て
仏
弟
子
と
し
て
し
っ
か
り
と
学
ん
で
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
の
世
を
生
き
て
い
く
に
は
、
世
俗
の
知
恵
で
十
分

で
す
が
、
命
の
不
思
議
を
知
る
に
は
、
禅
定
に
よ
る
智

慧
が
必
要
で
す
。
お
釈
迦
様
は
そ
の
こ
と
を
お
教
え
く

だ
さ
り
た
く
て
、
こ
の
世
に
お
生
ま
れ
く
だ
さ
っ
た
こ

と
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。�

合
掌

つ
ま
ら
な
い
修
行
な
ん
て
や
め
て
、
遊
び
に
行
こ
う

よ
」
と
誘
わ
れ
た
時
、
フ
ラ
ッ
と
な
っ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

誘
惑
に
満
ち
満
ち
た
世
の
中
で
す
が
、
正
念
を
持
っ

て
い
れ
ば
、
誘
惑
に
負
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
光
陰
は
矢
よ
り
も
迅す
み
やか
な
り
、
身
命
は
露
よ
り
も
脆も
ろ

し
」
と
、
道
元
禅
師
様
も
『
正
法
眼
蔵
』「
行ぎ
ょ
う

持じ｣

巻
に

お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
修し
ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

』
を
よ
く
読
誦

な
さ
る
方
は
、
こ
の
文
言
は
、
第
五
章
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
つ
も
お
伝
え
す
る
よ
う
で
す
が
、
お
迎
え
が
来
た

と
き
に
、
後
悔
の
少
な
い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
若も

し
心し

ん

を
攝お

さ

む
る
者も

の

は
、
心し

ん

則す
な
わち

定じ
ょ
う

に

在あ

り
。
心し

ん

定じ
ょ
うに

在あ

る
が
故ゆ

え

に
、
能よ

く
世せ

間け
ん

生し
ょ
う

滅め
つ

の
法ほ

っ

相そ
う

を
知し

る
。
是こ

の
故ゆ

え

に
汝

な
ん
じ

等ら

、
常つ

ね

に
当ま

さ

に
精

し
ょ
う

進じ
ん

し
て

諸も
ろ
も
ろの

定じ
ょ
う

を
修し

ゅ

習じ
ゅ
うす

べ
し
。
若も

し
定じ

ょ
う

を
得う

る
者も

の

は
、
心し

ん

則す
な
わち

散さ
ん

ぜ
ず
。
譬た

と

え
ば
水み

ず

を
惜お

し
む
の
家い

え

は
善よ

く
堤だ

い

塘と
う

を
治ち

す
る
が
如ご

と

し
。
行

ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

も
亦ま

た

し
か
な
り
。
智ち

慧え

の
水み

ず

の
為た

め

の
故ゆ

え

に
、
善よ

く
禅ぜ

ん

定じ
ょ
うを

修し
ゅ

し
て
漏ろ

失し
つ

せ
ざ
ら
し
む
。

是こ

れ
を
名な

づ
け
て
定じ

ょ
う

と
な
す
。

訳修
行
者
た
ち
よ
、
も
し
心
を
よ
く
調
え
て
い
る
者
が
い
る

な
ら
ば
、
そ
の
者
の
心
は
禅
定
に
あ
る
の
だ
。
心
が
禅
定
に

あ
る
の
で
、
世
の
中
の
諸
々
の
移
り
変
わ
り
の
真
実
の
姿
を

見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
修
行

者
た
ち
よ
、
常
に
坐
禅
修
行
に
勤
め
励
ん
で
禅
定
を
学
び
な

さ
い
。
も
し
、
禅
定
を
得
る
者
は
、
心
が
散
乱
す
る
こ
と
は

な
い
。
た
と
え
ば
、
水
を
大
事
に
す
る
家
は
、
堤
を
よ
く
治

め
る
よ
う
に
、
修
行
者
た
ち
も
智
慧
の
水
を
得
る
た
め
に
、

禅
定
を
修
行
し
て
、
智
慧
の
水
を
失
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
を
禅
定
の
教
え
と
い
う
の
で
あ
る
。

解
説坐

禅
の
す
す
め

こ
こ
は
、
坐
禅
の
す
す
め
、
と
も
い
え
る
教
え
で
す
。

で
は
坐
禅
を
す
れ
ば
禅
定
を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
居
眠
り
坐
禅
や
考
え
事

坐
禅
で
は
禅
定
は
得
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
禅
定

を
得
る
と
い
っ
て
も
、
手
に
と
っ
て
「
こ
れ
だ
」
と
他

に
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
す
ね
。
坐
禅
に
勤
め
て
い
る
ま
さ
に
そ
の

時
、
一
切
の
欲
の
な
い
、
一
切
の
と
ら
わ
れ
の
な
い
心

の
状
態
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
禅

定
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ま
さ
に
そ
の
時
、
そ
の
時
、
禅

定
の
時
で
す
。
道
元
禅
師
様
が
「
而に

今こ
ん

」
を
強
調
な
さ

い
ま
す
が
、
ま
さ
に
今
そ
の
時
、
坐
禅
修
行
を
し
、
坐

禅
修
行
の
只
中
に
あ
る
と
き
、
禅
定
の
状
態
に
あ
る
、

と
言
え
ま
し
ょ
う
。

道
元
禅
師
様
は
、
同
じ
く
「
八
大
人
覚
」
巻
の
中
で

「
法
に
住じ
ゅ
う
し
て
乱
れ
ざ
る
を
、
名
づ
け
て
禅
定
と
曰い

う
。」
と
説
い
て
い
ま
す
。
法
に
住
す
る
と
は
、
不
忘

念
あ
る
坐
禅
修
行
に
安
ん
じ
て
散
乱
し
て
い
な
い
状
態

と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら
昨
日
禅
定
の
状
態
を
経
験
し
た
か
ら
も
う

い
い
か
、と
い
う
と
、そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

写真提供：西方智浩
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松
本
零
士（
ま
つ
も
と
　
れ
い
じ
）

福
岡
県
久
留
米
市
で
1
9
3
8

年
1
月
25
日
に
生
れ
る
。
宝
塚

大
学
教
授
、
京
都
産
業
大
学
客

員
教
授
、
デ
ジ
タ
ル
ハ
リ
ウ
ッ
ド

大
学
特
任
教
授
を
歴
任
。
漫
画

家
の
牧
美
也
子
と
24
歳
で
結
婚
。

代
表
作『
銀
河
鉄
道
9
9
9
』な

ど
。
S
F
漫
画
作
家
と
し
て
知

ら
れ
る
が
、
少
女
漫
画
、
戦
争

も
の
、
動
物
も
の
な
ど
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
漫
画
を
描
い
て
い
る
。

ア
ニ
メ
製
作
に
も
積
極
的
に
関

わ
り
、
1
9
7
0
年
代
半
ば
か

ら
1
9
8
0
年
代
に
か
け
て
は

松
本
ア
ニ
メ
ブ
ー
ム
を
巻
き
起

こ
し
た
。

西舘好子（にしだて　よしこ）
東京・浅草生まれ、劇団こまつ座・みな
と座、リブ・フレッシュを設立。2000年

「NPO日本子守唄協会」を設立し、女性
史の一つともいえる子守唄に取り組ん
でいる。http://www.komoriuta.jp

地
球
は
永
遠
に 

続
く
も
の
で
は
な
い

西
舘
　
先
生
の
作
品
を
拝
見
し
ま
す
と
、
そ
の
ベ
ー

ス
に
科
学
や
宇
宙
の
知
識
が
豊
富
に
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
す
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
学
ば
れ
た
ん
で
す

か
。

松
本
　
独
学
で
す
。
機
械
構
造
物
と
科
学
と
そ
の
歴

史
、
そ
れ
か
ら
生
命
体
の
歴
史
、
そ
う
い
う
本
を
読

み
漁
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
も
と
も
と
宇
宙
マ
ニ
ア

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
小
学
生
の
頃
読
ん
だ

『
大
宇
宙
の
旅
』
は
、
京
都
産
業
大
学
の
創
設
者
荒

木
俊
馬
先
生
が
書
か
れ
た
本
で
、
宇
宙
の
統
概
念
が

全
部
書
か
れ
て
い
ま
す
。
荒
木
先
生
は
京
大
の
教
授

だ
っ
た
の
で
す
が
、
戦
争
に
負
け
た
途
端
に
同
僚
た

ち
が
三
百
六
十
度
違
う
こ
と
を
言
い
だ
し
た
こ
と
に

激
怒
し
て
辞
め
ら
れ
て
、
夜や

久く

野の

町ち
ょ
うと
い
う
と
こ
ろ

に
蟄ち
っ

居き
ょ

さ
れ
、
こ
の
本
を
書
か
れ
た
わ
け
で
す
。
そ

れ
か
ら
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
『
生
命
の
科
学
』、
そ

う
い
っ
た
本
の
山
を
中
古
書
店
等
で
買
い
、
小
学
・

中
学
・
高
校
生
の
頃
死
に
物
狂
い
で
読
み
ま
し
た
。

　

学
校
の
先
生
も
優
し
か
っ
た
で
す
よ
。
お
前
漫
画

家
に
な
る
の
な
ら
、
物
理
や
解
析
を
き
ち
ん
と
や
ら

ん
と
科
学
漫
画
は
描
け
ん
ぞ
と
、
知
識
を
叩
き
込
ま

れ
ま
し
た
。
習
字
の
先
生
は
、
お
前
、
絵
が
描
け
る

な
ら
字
も
書
け
る
は
ず
だ
と
、
散
々
や
ら
さ
れ
ま
し

た
。

西
舘
　
よ
く
先
生
の
作
品
は
未
来
へ
の
予
言
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
科
学
が
基
本
に
な
っ

て
い
る
。

松本零士インタビュー│第3回

聞き手 西舘好子

地
球
に

穴
を
開
け
る
な 

　
地球に
穴を開けるな 　
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て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

金
星
の
遺
跡
を
見
て
、
逆
に
言
い
ま
す
と
、
こ
れ

は
専
門
家
か
ら
言
わ
せ
る
と
、
酸
素
が
な
い
か
ら
腐

食
し
な
い
。
だ
か
ら
、
土
台
か
ら
何
か
ら
全
部
残
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
マ
チ

ュ
ピ
チ
ュ
な
ん
か
に
行
く
と
そ
っ
く
り
で
す
。
マ
チ

ュ
ピ
チ
ュ
と
か
モ
ン
サ
ン
ミ
ッ
シ
ェ
ル
に
似
て
い
て
、

こ
れ
は
何
か
知
ら
な
い
け
ど
、
駐
車
場
み
た
い
な
も

の
ま
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
っ
て
四
角
い
構
造
物
で

す
。
着
地
寸
前
の
動
画
を
見
た
記
憶
が
あ
る
よ
う
な
、

夢
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
横
向
き
の
ビ
ル
に

Ｌ
字
形
の
ア
ン
テ
ナ
が
あ
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
り

ま
す
。
今
我
々
が
い
つ
も
見
て
い
る
ア
ン
テ
ナ
と
同

じ
で
、
と
言
う
こ
と
は
似
た
文
明
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
な
あ
と
想
像
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
れ

だ
け
の
文
明
を
考
え
れ
ば
、
も
し
か
す
る
と
、
ナ
ス

カ
の
絵
文
字
と
い
う
の
は
、
地
球
へ
脱
出
し
た
金
星

人
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
居
る
よ
と
い
う
天
空
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
ナ
ス
カ
の

地
上
絵
は
、
地
球
へ
脱
出
し
た
金
星
人
の
『
我
々
は

こ
こ
に
居
る
よ
〜
』
と
い
う
、
天
空
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
か
も
し
れ
な
い
の
か
な
、
な
ん
て
考
え
ま
す
。
月

面
に
も
滑
走
路
が
あ
っ
て
司
令
塔
が
建
っ
て
上
下
二

つ
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
な
写
真
を
み
て
考
え
ま
す
。

た
だ
の
空
想
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
い
ま
す
が
興
味

が
あ
り
ま
す
。

西
舘
　
そ
う
す
る
と
、
絶
句
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

地
球
人
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
か
へ
脱
出
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
か
。
で
き
ま
す
か
。

松
本
　
こ
れ
が
問
題
で
す
ね
。
金
星
と
地
球
は
ほ
ぼ

同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
科
学
が

発
達
す
れ
ば
住
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
。

星
の
サ
イ
ズ
、
大
気
、
気
温
等
人
間
が
住
む
こ
と
が

で
き
る
環
境
の
星
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
全
く
わ

か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
生
存
期
間
を
少

し
で
も
長
く
す
る
為
に
は
、
ま
ず
地
球
の
大
気
を
い

じ
ら
ず
、
地
球
の
大
地
に
穴
な
ど
開
け
な
い
。
地
球
、

プ
レ
ー
ト
、
地
面
を
ゆ
さ
ぶ
る
よ
う
な
、
地
殻
を
ゆ

さ
ぶ
る
よ
う
な
行
為
は
な
る
べ
く
ひ
か
え
る
。
地
球

の
自
然
環
境
を
守
る
よ
う
全
人
類
が
争
わ
ず
生
存
の

為
に
平
和
に
手
を
た
ず
さ
え
て
、
互
い
の
最
良
の
方

法
で
こ
の
大
地
と
海
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

今
は
人
類
同
志
が
争
っ
て
い
る
時
代
で
は
な
い
の
で

す
。
全
人
類
同
志
が
心
と
心
を
合
わ
せ
て
、
こ
の
大

地
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

 

﹇
完
﹈

松
本
　
は
い
、
予
言
じ
ゃ
な
く
て
、
理
想
で
す
。
も

う
一
つ
、
地
球
は
永
遠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
金
星
の
表
面
に
も
、
知
的
生
命
体
の
地

球
と
似
た
遺
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
写
真
を
お
見
せ

し
ま
し
ょ
う
。

西
舘
　
こ
れ
が
金
星
で
す
か
。
地
球
を
撮
影
し
た
航

空
写
真
に
見
え
ま
す
が
。

松
本
　
こ
こ
に
建
造
物
の
跡
が
あ
る
、
自
然
の
岩
と

す
れ
ば
、
こ
ん
な
勝
手
な
型
の
岩
な
ど
で
き
な
い
は

ず
で
す
。
こ
こ
に
は
丸
い
門
も
あ
る
し
、
橋
が
か
か

っ
て
い
る
で
し
ょ
。

西
舘
　
本
当
で
す
ね
。

松
本
　
道
路
も
こ
う
あ
っ
て
、
こ
の
上
に
火
山
が
噴

火
し
て
し
ま
っ
て
、
溶
岩
の
激
流
が
流
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
ら
辺
が
市
街
地
で
す
ね
、
十
字
路
が
あ
る
。

西
舘
　
こ
れ
は
、
つ
ま
り
未
来
の
地
球
と
い
う
の
で

す
か
？

松
本
　
近
未
来
の
地
球
で
す
。
こ
れ
は
火
山
の
溶
岩

流
で
す
よ
。
そ
れ
が
ず
う
っ
と
、
こ
れ
は
古
代
の
お

城
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
下
は
町
で
し
ょ
う
、
要
す
る

に
文
明
の
跡
、
そ
の
全
部
を
溶
岩
流
が
覆
い
尽
く
し

て
い
る
。
こ
れ
は
衛
星
が
撮
っ
た
写
真
で
、
Ｎ
Ａ
Ｓ

Ａ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。「
人
に
見

せ
て
も
い
い
で
す
か
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
い
い
で

す
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
い
よ
と
は

言
う
も
の
の
一
切
報
道
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ

を
見
た
全
員
が
絶
望
感
に
襲
わ
れ
る
と
聞
き
ま
す
。

で
も
、
こ
れ
が
近
未
来
の
地
球
の
姿
で
し
ょ
う
。

西
舘
　
こ
れ
は
突
然
、
こ
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

松
本
　
い
や
。
こ
れ
は
徐
々
に
で
し
ょ
う
。
今
の
地

球
が
進
行
中
の
予
言
写
真
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

地
球
人
は
ど
こ
へ 

脱
出
で
き
る
か

西
舘
　
そ
う
す
る
と
、
東
日
本
大
震
災
の
地
震
や
津

波
な
ん
か
も
、
そ
の
一
つ
の
現
象
と
い
え
ま
す
か
。

松
本
　
現
象
の
一
つ
で
す
。
火
山
が
増
え
て
、
地
震

の
な
か
っ
た
国
も
地
震
で
揺
れ
る
、
あ
れ
は
地
球
を

覆
う
気
圧
が
上
が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
大
気
圏
が

分
厚
く
な
っ
て
、
圧
力
が
強
く
な
っ
て
、
地
球
が
熱

く
な
っ
て
い
る
。
ぎ
ゅ
〜
っ
と
抑
え
ら
れ
る
か
ら
、

プ
レ
ー
ト
が
ず
れ
て
地
震
が
起
こ
り
、
噴
火
が
起
こ

っ
て
く
る
。
噴
火
が
盛
ん
に
起
こ
る
の
は
気
圧
の
せ

い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ピ
ン
と
く
る
ほ
ど
の
も
の
じ

ゃ
な
い
け
れ
ど
、
実
際
は
そ
う
い
う
怪
現
象
が
起
き
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７
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催
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