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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

大
気
さ
わ
や
か
な
新
年
を
迎
え

ま
し
た
。
今
年
こ
そ
こ
の
静せ

い

謐ひ
つ

が

続
き
ま
す
よ
う
念
じ
て
止
み
ま
せ

ん
。然さ

り
な
が
ら
無
常
迅
速
の
世
で

あ
れ
ば
、
様
々
事
象
が
現
じ
る
の

も
世
の
道
理
で
あ
る
こ
と
も
事
実

で
す
。
昨
年
は
豪
雨
に
よ
る
河
川

の
氾
濫
や
土
石
流
に
よ
る
風
水
害

が
発
生
し
数
多
く
の
被
災
者
が
出

ま
し
た
。
ま
た
、
大
阪
地
震
、
北

海
道
胆
振
東
部
地
震
に
よ
っ
て
大

地
は
鳴
動
し
、
被
災
者
を
生
じ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
追

悼
し
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

近
年
、
地
球
規
模
に
よ
る
気
候

の
変
動
に
起
因
し
、
従
来
で
は
考

え
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
自
然

災
害
が
続
発
し
て
お
り
ま
す
。
大

自
然
の
猛
威
の
前
に
人
間
は
為
す

術
も
な
く
、
立
ち
尽
く
し
て
し
ま

い
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
い
の

ち
の
危
機
の
時
代
を
乗
り
越
え
て

進
ん
で
い
く
に
は
、
現
状
を
正
し

く
見
極
め
る
「
智
慧
」
と
生
き
と

し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち
を
慈
し

む
「
慈
愛
」
の
心
が
必
要
で
あ
り

ま
す
。
事
象
に
あ
た
っ
て
は
と
も

す
れ
ば
傍
観
者
的
に
な
っ
て
し
ま

い
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
他
者
の

痛
み
を
わ
が
身
に
引
き
充
て
る
こ

と
が
仏
者
の
あ
り
よ
う
で
し
ょ
う
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
全
て
の
い
の

ち
に
「
慈
愛
」
の
心
で
寄
り
添
う

こ
と
で
す
。

永
平
寺
御
開
山
道
元
禅
師
の
御

教
え
に
基
づ
き
菩
薩
行
の
仏
道
を

実
践
し
、
無
事
こ
れ
好
日
好
年
と

な
る
こ
と
を
念
頭
に
祈
念
い
た
し

ま
す
。

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）

の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で

皆
様
の
ご
多
祥
を
お
祈
り
い
た
し

ま
す
。

本
年
は
、
大
本
山
總
持
寺
独
住

第
四
世
　
中
興
石
川
素
童
禅
師
様

の
百
回
御
遠
忌
奉
修
の
年
に
あ
た

り
ま
す
。

大
火
災
後
の
能
登
總
持
寺
の
伽

藍
復
興
、
能
登
か
ら
横
浜
鶴
見
へ

の
本
山
移
転
、
移
転
後
の
伽
藍
建

築
等
の
大
事
業
は
、
石
川
禅
師
様

の
不
惜
身
命
の
ご
尽
力
が
あ
っ
て

こ
そ
、
は
じ
め
て
成
し
遂
げ
ら
れ

た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

禅
師
様
は
、
法
系
の
上
で
私
の

三
代
前
の
師
僧
で
も
あ
り
、
本
年

御
遠
忌
を
お
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
の
喜
び
を
、
心
奥
よ
り
感

じ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
年
頭

に
際
し
「
喜
心
」
と
示
し
ま
し
た
。

私
た
ち
が
保
持
す
べ
き
三
心
（
喜

心
、
老
心
、
大
心
）
の
中
で
、
最
初

に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
喜
心
」
で

す
。人

間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
こ

と
を
喜
び
、
新
し
い
年
を
お
迎
え

で
き
た
こ
と
を
喜
び
、
そ
し
て
仏

様
の
み
教
え
に
出
逢
え
た
こ
と
を

喜
び
ま
す
。

そ
の
喜
び
が
、
自
分
だ
け
で
は

な
く
、
周
り
の
人
々
を
も
次
第
に

明
る
く
し
て
い
き
ま
す
。
と
て
も

大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

皆
様
に
と
っ
て
、
本
年
が
す
ば

ら
し
い
一
年
で
あ
る
こ
と
を
重
ね

て
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

平成三十一年 迎 春

喜き

心
し

ん

慈じ

愛
あ

い

大
本
山
永
平
寺
貫
首　

福ふく
山やま
諦たい
法ほう

曹
洞
宗
管
長

大
本
山
總
持
寺
貫
首　

江え

川が

わ

辰し

ん

三ざ

ん
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駒
澤
大
学
と
は 

機
縁
が
ご
ざ
い
ま
し
た

藤
木　

本
日
は
駒
澤
大
学
、
長
谷
部
八
朗
学
長
に
お
話

を
伺
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
実
は
宗
門
の
檀
信
徒
は
、

駒
澤
大
学
が
宗
立
で
あ
る
こ
と
を
結
構
ご
存
知
な
い
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
確
か
に
今
現
在
は
、
文
系
・
社

会
科
学
系
学
部
に
医
療
系
の
学
部
も
加
え
た
一
大
総
合

大
学
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
駒
澤
大
学

は
曹
洞
宗
立
だ
と
い
う
こ
と
を
、
宗
門
の
中
に
も
し
っ

か
り
と
知
ら
せ
て
い

か
な
け
れ
ば
と
い
う

こ
と
で
、
長
谷
部
学

長
に
も
お
諮
り
し
て
、

佐
々
木
宏
幹
先
生
、

正
木
晃
先
生
も
交
え

て
お
話
を
伺
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

長
谷
部　

確
か
に
、

意
外
な
ほ
ど
認
知
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う

状
況
は
ご
ざ
い
ま
す

ね
。
私
も
そ
れ
は
さ

ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で

見
聞
き
い
た
し
ま
す
。

藤
木　

先
生
は
慶
應

義
塾
大
学
の
ご
卒
業

と
伺
っ
て
い
ま
す
。

駒
澤
大
学
と
は
ど
の
よ
う
な
ご
縁
で
い
ら
し
た
の
で
す

か
。

長
谷
部　

そ
う
で
す
ね
、
幾
つ
か
の
機
縁
が
ご
ざ
い
ま

し
た
。
私
は
実
は
商
学
部
の
出
身
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

私
の
周
り
は
九
十
九
％
企
業
に
就
職
し
て
い
く
と
い
う

よ
う
な
環
境
で
し
た
。
周
囲
に
も
多
少
流
さ
れ
な
が
ら

就
職
活
動
を
始
め
た
の
で
す
が
、
勉
強
を
も
っ
と
続
け

た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ざ
企
業

に
内
定
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
こ
の
ま
ま
就
職
で
い
い
の

か
と
疑
問
が
湧
い
て
き
た
の
で
す
。

　

学
部
時
代
か
ら
本

は
自
分
な
り
に
よ
く

読
ん
で
お
り
ま
し
て
、

し
か
も
人
文
科
学
系

の
書
籍
が
圧
倒
的
に

多
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
中
で
ふ
と
出
会

っ
た
書
物
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
が
、
当

時
駒
澤
大
学
で
教
授

を
さ
れ
て
い
た
古
野

清
人
先
生
の
ご
本
だ

っ
た
わ
け
で
す
。
私

に
と
っ
て
は
、
書
物

を
通
じ
て
の
素
朴
な

出
会
い
が
、
実
は
大

き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
の
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
古
野
先

生
の
さ
ま
ざ
ま
な
人

類
学
系
、
宗
教
学
系

な
ど
、
多
く
の
ご
著

書
を
拝
読
す
る
中
で
、

宗
教
へ
の
関
心
が
、

非
常
に
大
き
く
膨
ら

ん
で
い
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
少
な

く
と
も
、
学
問
の
対

象
に
し
よ
う
と
は
思

わ
な
か
っ
た
宗
教
を

勉
強
し
て
み
た
い
と

思
え
た
の
は
、
こ
の

古
野
先
生
の
ご
著
書

と
の
出
会
い
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。

藤
木　

ご
本
と
の
出

会
い
か
ら
、
駒
澤
大
学
と
の
ご
縁
が
繋
が
っ
て
い
っ
た

の
で
す
ね
。

大
学
院
受
験
と 

佐
々
木
宏
幹
先
生
と
の
出
会
い

長
谷
部　

慶
應
義
塾
時
代
は
、
宗
教
社
会
学
者
の
宮
家

準
先
生
の
ゼ
ミ
を
聴
講
し
ま
し
て
、
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ

る
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
、「
憑
き
も
の
信
仰
」

に
つ
い
て
発
表
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
古
野
先
生
も
関
係

の
書
物
を
お
書
き
に

な
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
の
で
、
大
い
に
読

ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
発
表
な
ど
未

経
験
の
人
間
が
初
め

て
や
る
わ
け
で
す
か

ら
、
発
表
の
形
態
を

成
し
て
い
な
い
の
で

あ
り
ま
す
が
、
と
も

か
く
チ
ャ
ン
ス
を
い

た
だ
い
た
と
い
う
こ

と
が
、
私
に
と
っ
て

は
大
き
な
動
機
付
け

に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
勉
強
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
を
伝
え

る
こ
と
の
面
白
さ
み

た
い
な
も
の
を
初
め
て
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
古
野
先
生
に
付
き
た
い
と
思
い
始
め
た

ん
で
す
ね
。
と
も
か
く
も
先
生
に
お
願
い
を
し
て
、
指

導
教
授
に
な
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
い
う
一
心
で
駒
澤

の
大
学
院
を
受
験
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
が
受
験
し
た
頃
に
、
駒
澤
大
学
に
は
古
野
先
生
と
、

農
村
社
会
学
で
は
、
こ
れ
ま
た
日
本
の
権
威
で
あ
る
喜

多
野
清
一
先
生
の
両
巨
匠
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
修
士
課

程
の
入
学
試
験
で
は
、
両
先
生
に
面
接
を
受
け
ま
し
て
、

駒
澤
大
学
　
長
谷
部
八
朗
学
長
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

仏
教
の
精
神
を

学
ん
だ
人
材
を

世
界
に
輩
出
す
る
こ
と
が

駒
澤
大
学
の
使
命
で
す

司
会
＝
藤
木
隆
宣

長谷部八朗（はせべ　はちろう）
1950年生まれ。慶應義塾大学商
学部卒業、駒澤大学大学院人文科
学研究科博士課程満期退学。駒澤
大学仏教学部教授。2017年4月
駒澤大学学長に就任。『祈禱儀礼
の世界－カミとホトケの民俗誌－』
（名著出版）ほか著書・論文多数。
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長
谷
部
八
朗
学
長

駒澤大学　駒沢キャンパス　開校130周年記念棟「種月館」

入
る
大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
学
林
で
す
か
ら
、
当
然
そ

こ
に
は
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
淵
源
に
あ
り
ま
し
た
。

駒
澤
大
学
は
そ
の
建
学
の
理
念
を
、
仏
教
の
教
え
、
そ

し
て
禅
の
精
神
に
求
め
、
今
後
も
ず
っ
と
根
底
に
置
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
伝
統
を
積
み
重
ね

歴
史
を
刻
む
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
大
変
意
味
と
価

値
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
組
織
運
営
体
と
し
て
の
大
学
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
と
き
に
は
、
同
時
に
、
そ
し
て
常
に
刷
新
力

も
鍛
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
伝
統
と
刷
新
と

い
う
の
は
車
の
両

輪
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
が
難

し
い
で
す
。
つ
ま

り
、
駒
澤
大
学
の

よ
う
な
大
学
で
あ

れ
ば
伝
統
へ
の
依

存
に
よ
っ
て
で
も
、

あ
る
程
度
は
維
持
で
き
る
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

で
は
教
育
研
究
機
関
と
し
て
の
使
命
は
果
た
せ
な
い
だ

ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　

教
育
研
究
機
関
の
一
番
の
使
命
は
、
新
た
な
人
材
の

輩
出
で
す
。
そ
し
て
そ
の
人
材
は
社
会
に
受
け
入
れ
ら

れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
は
人
材
が
社
会
に
出
た
と
き
に
、
ど
れ
だ
け
社
会

に
と
っ
て
意
味
を
成
す
か
。
そ
う
す
る
と
、
常
に
変
転

す
る
社
会
に
も
、
大
学
自
身
は
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
そ
こ
で
、
現
実
の
社
会
が
持
つ
ニ
ー
ズ
（
需

要
）
に
お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
サ
プ
ラ
イ
（
供
給
）
と

い
う
も
の
を
刷
新
力
と
し
て
示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
で

旧
と
新
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
織
り
交
ぜ
て
い
く
か
と
い

う
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
極
め
て
重
要
な

役
割
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

多
様
な
環
境
か
ら 

入
学
す
る
学
生
た
ち
に
向
け
て

長
谷
部　

一
万
六
千
人
近
い
学
生
が
学
ぶ
総
合
大
学
と

な
っ
た
現
在
、
寺
院
あ
る
い
は
仏
教
と
関
わ
っ
て
い
な

い
環
境
で
生
育
し
た
学
生
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
そ
の

学
生
た
ち
に
対
し
て
も
、
駒
澤
の
建
学
の
理
念
が
持
つ

意
味
を
理
解
し
、
自
身
の
も
の
に
し
て
い
た
だ
く
役
割

が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
難
し
い
仏
教
の
言
葉
、
禅
の
言
葉
を
使
っ

た
と
こ
ろ
で
、
学
生
全
体
に
は
、
な
か
な
か
伝
わ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、「
な
る
ほ
ど
そ
う
な
ん
だ
」
と
思
わ

せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
一
般
の
学
生
た
ち
に

い
か
に
広
め
、
伝
え
て
い
く
か
。
そ
し
て
、
血
と
肉
に

し
て
い
く
か
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
わ
れ

わ
れ
の
目
指
す
人
材
な
わ
け
で
す
か
ら
。

　

理
念
を
現
実
に
照
ら
し
て
ど
う
教
育
し
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
例
え
ば
仏
教
を
根
底
に
据
え
た

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
し
、
そ
れ
を
い
か
に
学
生
の
人

格
形
成
に
反
映
さ
せ
、
実
践
力
・
応
用
力
を
備
え
た
人

材
と
し
て
世
に
輩
出
す
る
か
が
、
私
ど
も
の
担
う
べ
き

役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
二
人
が
お
話
を
さ
れ
な
が

ら
、「
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
ポ
ゼ

ッ
シ
ョ
ン
だ
っ
た
ら
佐
々
木

君
だ
ね
」
と
。
そ
し
て
古
野

先
生
か
ら
「
佐
々
木
君
に
話

を
し
て
お
く
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

佐
々
木　

当
時
私
は
、
ず
っ

と
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
一
つ
に

は
、
私
は
宮
城
県
の
気
仙
沼

の
出
身
で
す
か
ら
、
あ
そ
こ

に
は
イ
タ
コ
が
お
り
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
で
す

ね
。「
口
寄
せ
」
と
言
っ
て
、

シ
ャ
ー
マ
ン
と
の
セ
ア
ン
ス

（
降
霊
会
）
が
あ
る
わ
け
で
す
。

神
が
か
り
を
し
て
、
主
に
亡

き
人
を
呼
び
だ
し
て
、
生
前
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
遺

族
の
前
で
し
ゃ
べ
る
ん
で
す
よ
。
あ
の
と
き
は
楽
し
か

っ
た
、
こ
の
と
き
は
悲
し
か
っ
た
と
。

　

小
さ
い
こ
ろ
は
そ
こ
へ
行
っ
て
、
友
だ
ち
と
一
緒
に

い
つ
も
覗
い
て
い
た
。
そ
れ
が
最
初
の
出
会
い
な
ん
で

す
。
そ
れ
で
、
神
が
か
る
と
い
う
の
は
一
体
何
だ
ろ
う

と
、
そ
れ
が
根
っ
こ
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ン

と
言
わ
れ
る
世
界
的
に
宗
教
の
最
も
ベ
ー
ス
に
あ
る
宗

教
者
な
ん
だ
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
し
て
ね
。
そ
れ
で
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
研
究
に
取
り
付
か
れ
て
か
ら
、
東

南
ア
ジ
ア
を
方
々
調
査
し

ま
し
た
。
自
分
の
著
書
も
、

学
位
論
文
も
そ
れ
を
テ
ー

マ
に
出
し
ま
し
た
。

藤
木　

そ
う
で
し
た
か
。

長
谷
部　

あ
り
が
た
く
合

格
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
か

ら
、
早
速
、
佐
々
木
先
生

の
授
業
を
取
ら
せ
て
い
た

だ
い
た
の
が
、
佐
々
木
先

生
と
の
出
会
い
だ
っ
た
の

で
す
。
古
野
先
生
か
ら
そ

う
い
う
ご
指
示
、
あ
る
い

は
ご
示
唆
を
頂
い
て
、

佐
々
木
先
生
と
の
今
日
ま

で
続
く
ご
縁
の
き
っ
か
け

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私

に
と
っ
て
は
、
こ
の
上
な

く
幸
せ
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

伝
統
と
刷
新
が 

車
の
両
輪
に
な
る
の
で
す

藤
木　

学
長
と
な
ら
れ
た
今
、
そ
の
お
立
場
か
ら
駒
澤

大
学
の
特
長
と
大
学
の
役
割
と
い
う
も
の
を
、
ぜ
ひ
お

聞
か
せ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

長
谷
部　

何
と
言
い
ま
し
て
も
、
駒
澤
大
学
は
四
百
二

十
六
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
学
林
、
学

寮
時
代
か
ら
数
え
ま
す
と
、
日
本
で
も
最
古
の
部
類
に
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佐
々
木
宏
幹
　
駒
澤
大
学
名
誉
教
授

放射線治療発展に期待の大きいリニアック

下
一
階
か
ら
医
療
健
康
科
学
部
が
関
係
し
ま
し
て
、

「
リ
ニ
ア
ッ
ク
」
と
い
う
装
置
が
搬
入
さ
れ
た
ん
で
す
。

こ
れ
は
恐
ら
く
、
世
界
の
最
先
端
を
行
っ
て
い
る
放
射

線
治
療
の
機
器
な
ん
で
す
。
放
射
線
治
療
を
実
施
す
る

た
め
に
は
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
以
外
に
放
射
線
治
療
を
事
前

に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
高
機
能
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
を
必
要
と
し
ま
す
。

ま
た
、
放
射
線
の
特
性
を
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
登
録
す
る
た
め
に
、

放
射
線
計
測
シ
ス
テ
ム
も
必
要

と
な
り
ま
す
。
駒
澤
大
学
で
は
、

メ
イ
ン
と
な
る
リ
ニ
ア
ッ
ク
だ

け
で
な
く
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の

シ
ス
テ
ム
を
研
究
用
に
一
気
に

導
入
し
ま
し
た
。
セ
ッ
ト
で
入

れ
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
十
五
億

円
ぐ
ら
い
か
か
る
と
い
う
機
器

で
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
バ
リ
ア

ン
社
、
ド
イ
ツ
の
Ｐ
Ｔ
Ｗ
社
、

米
国
の
Ｓ
Ｕ
Ｎ 

Ｎ
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ｅ

Ａ
Ｒ
社
が
無
償
で
入
れ
て
く
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
代
わ
り
、
こ
こ
を
放
射
線
治
療
を
専
門
と
す
る

技
術
者
を
養
成
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
し
て
、

い
わ
ば
産
学
協
働
で
外
部
の
専
門
家
も
こ
こ
で
養
成
し

ま
す
。
そ
し
て
養
成
し
た
ス
タ
ッ
フ
を
ま
た
送
り
出
す

と
い
う
関
係
の
中
で
こ
の
機
器
が
今
、
動
き
出
し
て
い

る
ん
で
す
。

　

学
内
の
理
系
・
医
学
系
分
野
の
目
玉
に
な
っ
て
い
ま

し
て
、
実
際
に
、
今
お
話
し
し
た
よ
う
な
形
で
世
界
的

に
注
目
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

藤
木　

大
い
に
期
待
が
持
て
ま
す
。
仏
教
に
プ
ラ
ス
し

て
駒
澤
と
し
て
の
注
目
点
が
更
に
増
え
る
と
い
い
で
す

ね
。

長
谷
部　

こ
の
機
器
は
、
お

そ
ら
く
が
ん
治
療
に
て
き
面

の
効
果
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ

う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
放
射
線
と
い
う
の
は

体
を
通
し
ま
す
。
患
部
を
放

射
線
の
照
射
に
よ
っ
て
特
定

で
き
る
わ
け
で
す
が
、
他
の

部
位
に
ま
で
当
て
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
こ
の
機
器
は
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
行
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
必
要
以
外
の
部
分
で

は
放
射
線
を
遮
断
し
て
、
必

要
な
部
分
だ
け
照
射
を
行
い
、

そ
こ
の
治
療
を
集
中
し
て
行

う
。
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
副

作
用
な
ど
が
他
の
様
々
な
と
こ
ろ
に
ま
で
波
及
す
る
と

い
う
こ
と
が
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
実
用
化
が
近
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

藤
木　

医
学
系
の
学
校
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、
ど
う

し
て
駒
澤
に
来
た
ん
で
す
か
。

長
谷
部　

駒
澤
の
診
療
放
射
線
技
術
科
学
科
は
、
国
内

藤
木　

学
生
の
教
育
に
仏
教
の
教
え
を
反
映
さ
せ
て
い

く
の
は
、
と
て
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
ね
。

長
谷
部　
「
応
用
仏
教
学
」
の
よ
う
な
形
で
の
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
そ
の
も
の
の
検
討
も
必
要
で
す
。
初
年
次
教

育
の
よ
う
な
段
階
か
ら
、
例
え
ば
一
年
生
か
ら
坐
禅
も

経
験
し
て
い
た
だ
き
、
そ
し
て
「
仏
教
と
人
間
」
の
よ

う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
授
業
で
行
っ
て
、
仏
教
と
は
何

ぞ
や
、
持
つ
意
味
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
く
。
同
時
に
、
そ
れ
を
学
生
た

ち
の
中
に
、
生
き
方
の
方
向
性
と
し
て
反
映
さ
せ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
。
こ
こ
が
大
学
と
い
う
最
終
教
育
機

関
の
役
割
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

藤
木　

仏
教
を
基
軸
に
据
え
て
の
人
材
教
育
は
魅
力
が

あ
り
ま
す
。

長
谷
部　

私
は
今
、「
学
生
フ
ァ
ー
ス
ト
」
と
い
う
こ

と
を
訴
え
て
い
ま
す
。
人
材
を
社
会
に
輩
出
す
る
大
学

と
し
て
の
使
命
は
、
ま
ず
こ
の
学
生
フ
ァ
ー
ス
ト
だ
と

い
う
こ
と
を
、
全
教
職
員
に
も
伝
え
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
学
生
フ
ァ
ー
ス
ト
は
、
学
生
を
お
客
さ
ん
と
し
て

あ
つ
か
う
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
生
自
身

が
、「
主
体
的
」、「
自
律
的
」、「
自
発
的
」
な
意
識
を

も
っ
た
考
え
方
を
し
て
い
け
る
よ
う
に
育
て
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

実
は
仏
教
と
い
う
の
は
、
人
間
の
中
に
一
本
筋
を
通

す
芯
、
こ
れ
を
育
て
る
と
い
う
役
割
を
大
い
に
果
た
し

得
る
宗
教
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
に
対
し

て
優
し
く
と
い
う
利
他
の
精
神
。
そ
の
利
他
の
精
神
を

実
践
す
る
た
め
に
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
自
分
自
身
が

な
け
れ
ば
、
絶
対

に
で
き
ま
せ
ん
。

確
た
る
自
分
と
い

う
も
の
を
確
立
し

た
と
き
に
他
が
見

え
て
く
る
わ
け
で

す
か
ら
。
そ
し
て

自
己
と
他
者
、
こ

れ
は
対
立
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
を
全
部
包
含
し
て
い

く
、
包
み
込
ん
で
い
く
よ
う
な
教
育
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

藤
木　

こ
れ
か
ら
は
仏
教
を
学
ん
だ
人
間
が
、
一
見
異

な
っ
た
領
域
と
み
な
さ
れ
が
ち
な
商
業
や
工
業
は
じ
め

様
々
な
分
野
で
、
仏
教
の
知
見
を
身
に
つ
け
て
世
界
に

出
て
活
躍
し
て
ほ
し
い
で
す
。
こ
の
駒
澤
大
学
か
ら
可

能
性
溢
れ
る
人
材
が
育
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
と
て

も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

総
合
大
学
と
し
て
様
々
な
分
野
の 

教
育
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す

長
谷
部　

現
在
駒
澤
大
学
で
は
、
様
々
な
分
野
の
教
育

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
構
内
に
入
ら
れ
て
、
新
し

い
種
月
館
の
建
物
は
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

佐
々
木　

久
し
ぶ
り
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
見
て
驚
き
ま
し

た
。
駒
澤
大
学
は
変
わ
り
ま
し
た
ね
。
特
に
今
お
っ
し

ゃ
っ
た
種
月
館
ね
。
私
が
い
た
頃
は
体
育
館
で
し
た
。

随
分
と
立
派
に
な
り
ま
し
た
。
何
階
ま
で
あ
り
ま
す
か
。

長
谷
部　

全
部
で
九
階
建
て
な
ん
で
す
が
、
ま
ず
は
地
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平成30年9月25日に開催された禅ブランデ
ィング事業「禅の国際化」講演会

右から正木晃先生、佐々木宏幹先生、長谷部
八朗学長、仏教企画　藤木

駒澤大学が取り組む禅ブランディング事業で
は、様々な講演会、シンポジウムを開催

有
数
の
レ
ベ
ル
を
長
い
間
維
持
し
て
き
た
実
績
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
実
績
の
上
に
立
っ
て
、
白
羽
の

矢
が
立
ち
ま
し
た
。
も
と
も
と
は
、
近
く
の
大
き
な
病

院
に
入
る
予
定
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
駒
澤
に

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で

積
み
重
ね
て
き
た
実
績
を
評
価
し
て
く
だ
さ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
第
一
だ
と
思
い
ま
す
。

多
様
性
を
包
み
込
む 

「
共
生
社
会
」の
実
現
を
テ
ー
マ
に

長
谷
部　

今
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
ま
で
に
五
回
の
予
定
で
、「
学
長
課
外
特
別
講
座
」

と
い
う
講
座
を
し
て
い
ま
す
。

藤
木　

都
知
事
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

長
谷
部　

は
い
。
あ
の
と
き
が
第
一
回
目
で
し
た
。
あ

と
四
回
や
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
五
回
で
す
か
ら
、
五

輪
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
ば
ら
ば
ら
で
は
な
く
、
全
て

リ
ン
ク
さ
せ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
五
輪
の
輪
に

な
る
。
要
す
る
に
、
一
つ
一
つ
の
テ

ー
マ
は
個
別
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を

合
わ
せ
る
と
一
つ
の
テ
ー
マ
に
集
大

成
し
て
い
く
考
え
方
で
や
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
集
成
し
て
い
く
大
き
な
テ

ー
マ
と
し
て
、「
共
生
社
会
」と
い
う

こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
共
に
生
き

て
い
く
、
そ
う
い
う
社
会
を
つ
く
っ

て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

昨
今
、
多
様
性
と
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
障
が
い
を

持
つ
方
た
ち
も
、
健

常
の
方
も
、
男
性
も

女
性
も
、
職
業
も
、

分
け
隔
て
な
く
、

様
々
な
人
間
が
そ
こ

で
一
緒
に
生
き
る
社

会
。
当
た
り
前
と
言

え
ば
当
た
り
前
で
は

あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
私
は
原
点
に
戻
っ
た
と
き
、
良

い
人
材
を
輩
出
す
る
大
学
の
掲
げ
る
べ
き
重
要
な
テ
ー

マ
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
実
践
す
る

か
。
で
す
か
ら
、
秋
に
お
こ
な
う
二
回
目
は
、
障
が
い

を
持
つ
方
々
を
中
心
に
し
て
の
集
ま
り
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
や
ら
せ
て
い
た
だ
く
と

い
う
視
点
に
持
っ
て
い
き
た
い
の
で
す
。
そ
れ
が
仏
教

の
教
え
で
す
か
ら
。
仏
教
の
「
生
か
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
」
と
の
教
え
を
若
者
に
も

根
付
か
せ
た
い
。
そ
の
意
味
で

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
共
生
社
会
、

こ
れ
を
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て

今
後
や
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

藤
木　

素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す

ね
。
佐
々
木
先
生
、
こ
れ
か
ら

の
駒
澤
大
学
に
望
む
こ
と
な
ど

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
意
見
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

佐
々
木　

た
だ
い
ま
の
お
話
に
も
、

多
様
性
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事

に
な
っ
て
く
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
。
曹
洞
宗
は
、
あ
る
い
は
仏
教

は
こ
れ
な
ん
だ
と
い
う
一
つ
の
原
理

原
則
は
必
要
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
原

理
原
則
を
尊
び
な
が
ら
も
、
一
方
で

は
い
ろ
い
ろ
な
行
動
が
可
能
な
、
そ

う
い
う
人
材
を
、
特
に
仏
教
学
部
に

は
育
て
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
学
長
さ
ん
や
各
教
員
が
学
生
の
前
で
お
話
を
す

る
と
き
に
、
多
様
性
の
大
事
さ
と
い
う
こ
と
を
話
し
て

ほ
し
い
の
で
す
。
こ
の
多
様
性
の
大
事
さ
と
い
う
の
は
、

一
神
教
で
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
仏
教
で
は
、

ま
さ
に
そ
こ
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
広
げ
た
り
縮
め
た
り

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
大
事
な
点
な
の
で
、
そ
の
辺

を
も
う
少
し
教
育
の
中
で
生
か

せ
る
よ
う
な
工
夫
を
な
さ
っ
て

い
た
だ
く
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

長
谷
部　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
重
要
な
ご
示
唆
だ
と
思

い
ま
す
。
一
方
で
「
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
」（
多
様
性
）
を
言
い
ま

す
と
、
一
方
で
「
イ
ン
ク
ル
ー

ジ
ョ
ン
」（
包
含
・
包
括
）
が
な
い

と
意
味
を
持
た
な
く
な
り
ま
す
。

多
様
性
を
い
か
に
包
括
し
て
い
く
か
。
包
括
す
る
概
念

の
枠
（
仏
教
）
が
あ
っ
て
多
様
性
が
生
き
て
き
ま
す
。
今

日
私
た
ち
が
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
内
容

で
す
ね
。
そ
れ
を
今
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

藤
木　

本
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

お
便
り
募
集

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

山形県／沖田實様	 福島県／古川英勝様
東京都／大西啓義様	 奈良県／阿川弥香様
和歌山県／松浦啓子様

毎年恒例の年頭、越前市（福井県・旧武生市）
の寺に墓参り。３人の子供を連れ、御先祖様
にあいさつ。一番下の子が３歳位から連れて
行き、その帰りに私の実家（福井市）の墓参り。
毎年続けていたら、子供達は県外の学校に
入学後帰省したら、雪の中墓参り。長男が結
婚し子が産まれ、毎年お参り。来れないときは
「『武生の方、福井の方』に向かって感謝の心
で拝みなさいね」と言っています。帰省時、両
家の墓参りを３人の子供達も続けてくれ、それ
ぞれの配偶者、子らもお参りしています。我々
夫婦は共同出資し自分達の墓を建立しました。
子ら、孫らもお参りする習慣が身につき、これ
で先祖になれるかなと、一人喜んでいます。
そう言えば、祖母・父母も、いつも仏壇に手を
合わせ、墓参りもつれて行ってくれたなと想い
出します。

曹洞禅グラフ145夏号プレゼント大村智先生の
著書『ストックホルムへの廻り道』は次の方が当
選されました。

読者からのお便り� 内田敏江�様

長谷部八朗先生の編著『般若院英泉の思
想と行動』を1名の方にプレゼントいた
します。仏教企画(P.12送り先)まで、お
名前・郵便番号・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31年2月末必着
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送り先	 〒252-0113　神奈川県相模原市緑区谷ケ原2-9-5-5
	 仏教企画　☎042-703-8641
締　切	 平成31年2月末

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

高
橋
秀
榮

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。
145号（夏号）〜148号（春号）の作品をご応募の方の審査発表は、151号（冬号）にて行います。

毎 日 書 道 作品審査評
今回も各地から数多くの作品が送られてきました。手本に忠実な書きぶりの作品もたくさん拝見しました。
厳正な審査で選び出した十点の優秀作品に選評を寄せました。なお作品の写真掲載は紙面の都合で二点にさせて
いただきました。

❀
▃ 

畠
山
比
呂
子
さ
ん 

▃ 

調
和
の
と
れ
た
清
楚
な
書
き
ぶ
り
の
す
て
き
な
作
品
で
す
。

❀
▃ 

中
山
敏
昭
さ
ん 

▃ 

文
字
の
大
き
さ
、
墨
色
、
文
字
の
配
置
、
申
し
分
の
な
い
作
品
で
す
。

❀
▃ 

星
勝
さ
ん 

▃ 

素
直
な
筆
遣
い
の
好
感
の
も
て
る
作
品
で
す
。

❀
▃ 

渡
邉
敬
子
さ
ん 

▃ 

撥
ね
、
止
め
も
し
っ
か
り
し
た
落
ち
着
き
の
あ
る
作
品
で
す
。

❀
▃ 

畠
山
比
呂
子
さ
ん 

▃ 

手
本
に
忠
実
な
素
直
な
書
き
ぶ
り
の
気
持
ち
の
い
い
作
品
で
す
。

❀
▃ 

麻
生
寛
子
さ
ん 

▃ 

技
巧
を
こ
ら
さ
ぬ
、
落
ち
着
い
た
筆
づ
か
い
の
さ
わ
や
か
な
作
品
で
す
。

❀
▃ 

齋
藤
完
さ
ん 

▃ 

文
字
の
筆
運
び
が
素
直
で
、
清
楚
な
感
じ
が
す
る
作
品
で
す
。

❀
▃ 

東
安
夫
さ
ん 

▃ 

一
文
字
一
文
字
の
筆
運
び
に
躍
動
感
が
あ
る
す
て
き
な
作
品
で
す
。

❀
▃ 

海
老
岡
道
子
さ
ん 

▃ 

縦
横
斜
の
線
に
揺
ら
ぎ
が
な
い
、
き
り
っ
と
し
た
素
適
な
作
品
で
す
。

全
体
的
に
調
和
が
と
れ
た

丁
寧
か
つ
素
直
な
書
き
ぶ
り
の
作
品
で
す
。

安
田
緋
奈
子
さ
ん

線
が
力
強
く
、
形
も
ど
っ
し
り
と
し
た

堂
々
た
る
書
き
ぶ
り
の
作
品
で
す
。

大
箸
恵
美
子
さ
ん

今
回
の
お
手
本
は
「
観
世

音
菩
薩
普
門
品
」
の
中
に

見
え
る
名
句
で
す
。
観
音

菩
薩
は
人
々
の
能
力
を
お

し
は
か
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
に
ふ
さ
わ
し
い
救
い

の
手
を
さ
し
の
べ
る
と
い

う
意
味
で
す
。
観
音
菩
薩

の
神
通
力
の
す
ば
ら
し
さ

を
讃
え
た
一
句
で
す
。

普ふ

門も
ん

示じ

現げ
ん

神じ
ん

通づ
う

力り
き

者し
ゃ

当と
う

知ち

是ぜ

人に
ん

功く

徳ど
く

不ふ

少し
ょ
う
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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

蔵ぞ
う

法ほ
う

師し  

鳩く

摩ま

羅ら

什
じ
ゅ
う 

訳や
く

原
文
訓
読

汝な
ん

等だ
ち

比び

丘く

、
諸

も
ろ
も
ろの

功く

徳ど
く

に
於お

い
て
、
常つ

ね

に
当ま

さ

に
一い

っ

心し
ん

に
諸

も
ろ
も
ろの

放ほ
う

逸い
つ

を
捨す

つ
る
こ
と
、
怨お

ん

賊ぞ
く

を
離は

な

る
る
が
如ご

と

く

す
べ
し
。
大だ

い

悲ひ

世せ

尊そ
ん

所し
ょ

説せ
つ

の
利り

益や
く

は
、
皆み

な

す
で
に
究く

竟き
ょ
うす

。
汝な

ん

等だ
ち

、
但た

だ
当ま

さ

に
勤つ

と

め
て
こ
れ
を
行ぎ

ょ
う

ず
べ
し
。

若も

し
は
山せ

ん

間げ
ん

、
若
し
は
空く

う

澤だ
く

の
中な

か

に
於お

て
も
、
若も

し
は

樹じ
ゅ

下げ

閑げ
ん

処し
ょ

静じ
ょ
う

室し
つ

に
在あ

っ
て
も
、
所し

ょ

受じ
ゅ

の
法ほ

う

を
念ね

ん

じ
て

忘も
う

失し
つ

せ
し
む
る
こ
と
勿な

か

れ
。

訳修
行
者
た
ち
よ
、
諸
々
の
功
徳
を
積
む
に
あ
た
っ
て
、
怠な
ま

け
心
を
捨
て
去
る
こ
と
は
、
憎
む
べ
き
賊
か
ら
離
れ
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
い
つ
も
本
当
に
一
心
に
し
な
さ
い
。
釈
尊
が

お
説
き
の
、
利
益
の
あ
る
教
え
は
、
す
で
に
説
き
尽
く
さ
れ
た
。

修
行
者
た
ち
よ
、
た
だ
こ
の
教
え
を
怠お

こ
たり
な
く
修
行
す
る
だ

け
で
あ
る
。
山
中
に
あ
っ
て
も
、
静
か
な
沢
に
い
て
も
、
樹じ

ゅ

下げ

や
、
静
か
な
場
所
、
静
か
な
部
屋
に
あ
っ
て
も
、
教
え
ら

れ
た
と
こ
ろ
の
法
を
胸
に
お
さ
め
て
忘
れ
る
事
の
な
い
よ
う

に
し
な
さ
い
。

解
説

今
生
の
過
ぎ
ざ
る
あ
い
だ
に

今
ま
で
、
少
し
ょ
う

欲よ
く
・
知ち

足そ
く
・
寂
じ
ゃ
く

静じ
ょ
う・
精
し
ょ
う

進じ
ん
・
不ふ

忘も
う

念ね
ん
・
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う・

智ち

慧え

・
不ふ

戯け

論ろ
ん

、
こ
れ
ら
の
八
つ
の
徳
目
を
学
ん

で
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
教
え
を
実
践
修
行
す
る
に
あ

た
っ
て
、
大
事
な
こ
と
は
怠な
ま

け
心
に
気
を
つ
け
な
く
て

は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
に
怠
け
心
ほ

ど
困
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
他ひ

人と

事ご
と

で
は
な
く
、

我
が
事
と
し
て
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

本
当
に
、
そ
こ
ま
で
お
迎
え
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と

の
実
感
を
持
つ
こ
と
は
、
至し

難な
ん

の
こ
と
で
す
。

私
は
、
檀
家
さ
ん
の
ご
葬
儀
を
勤
め
さ
せ
て
も
ら
う

度
に
、
お
骨
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
人
を
思
い
、
自

分
の
事
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
度
々
あ
り
ま
す
。

で
も
参
列
の
皆
さ
ん
の
多
く
は
、
な
か
な
か
我
が
身

と
置
き
換
え
て
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
読

者
の
皆
様
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
命
が
永
遠
に
続
く

と
は
思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
世
の
命
が
終

わ
る
時
が
来
る
、
と
い
う
実
感
を
も
し
持
つ
こ
と
が
で

き
た
な
ら
、
そ
れ
は
幸
せ
と
い
う
も
の
で
す
。
道
元
禅

師
様
の
お
歌
の
中
に
、「
い
た
づ
ら
に
過
ご
す
月
日
は

を
を
け
れ
ど
　
道
を
も
と
む
る
と
き
ぞ
す
く
な
き
」
と

い
う
一
首
が
あ
り
ま
す
。
人
生
は
短
い
、「
今
生
の
未

だ
過
ぎ
ざ
る
際
だ
に
急
ぎ
て
発ほ
つ

願が
ん

す
べ
し
」
と
『
修
証

義
』
に
も
あ
り
ま
す
。
出
家
し
な
く
て
も
よ
い
で
す
け

れ
ど
、
仏
道
に
学
び
、
仏
道
に
導
か
れ
る
日
々
を
お
送

り
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
九
歳
で
出
家
な
さ
る
時
に
、
な
に
も
急

い
で
今
日
出
家
し
な
い
で
も
明
日
で
も
よ
い
で
は
な
い

か
、
と
言
っ
て
、
上
人
の
出
家
を
止
め
よ
う
と
す
る
人

が
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
明
日
あ
り
と
思

う
心
の
仇あ
だ

桜ざ
く
ら、
夜よ

半わ

に
嵐
の
吹
か
ぬ
も
の
か
は
」
と
、

こ
の
一
首
を
詠
ま
れ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
台
風

や
ら
地
震
や
ら
自
然
災
害
も
突
然
に
襲
っ
て
き
ま
す
。

明
日
は
ど
う
な
る
か
本
当
に
わ
か
ら
な
い
私
た
ち
の
命

で
す
。

原
文
訓
読

常つ
ね

に
当ま

さ

に
自み

ず
か
ら
勉つ

と

め
精

し
ょ
う

進じ
ん

し
て
之こ

れ

を
修し

ゅ

す
べ

し
。
為な

す
こ
と
無の

う
し
て
空む

な

し
く
死し

せ
ば
、
後の

ち

に
悔く

い
あ
る
こ
と
を
致い

た

さ
ん
。
我わ

れ
は
良

り
ょ
う

医い

の

病や
ま
いを
知し

っ
て
薬く

す
り
を
説と

く
が
如ご

と

し
。
服ふ

く

す
と
服ふ

く

せ

ざ
る
と
は
医い

の
咎と

が

に
非あ

ら

ず
。
又ま

た
善よ

く
導み

ち
び
く
も

の
の
人ひ

と

を
善ぜ

ん

道ど
う

に
導み

ち
び

く
が
如ご

と

し
。
こ
れ
を
聞き

い

て
行い

か
ざ
る
は
導み

ち
び

く
も
の
の
過と

が

に
非あ

ら

ず
。

訳ぜ
ひ
と
も
常
に
精
進
し
て
、
法
を
実
践
し
な
さ
い
。
為な

す

べ
き
事
を
し
な
い
で
死
ん
だ
な
ら
ば
、
必
ず
後
悔
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
私
の
教
え
は
、
優
れ
た
医
者
が
病
気
に
効

く
薬
を
処
方
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
服
用

す
る
か
、
服
用
し
な
い
か
は
、
医
者
の
過あ

や
まち
で
は
な
い
。
ま
た
、

人
を
善
道
に
導
こ
う
と
す
る
人
が
い
て
、
言
う
こ
と
を
聞
か

な
い
で
善
道
に
行
か
な
い
と
し
て
も
、
導
く
人
の
過
ち
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

解
説

人
生
に
為
す
べ
き
事
は

「
後
悔
」
と
は
、
文
字
の
如
く
、
後
で
悔く

い
る
こ
と
で
す
。

そ
う
し
て
「
後
悔
先
に
立
た
ず
」
と
も
言
い
ま
す
。
し

か
し
、
生
き
て
い
る
間
な
ら
ば
や
り
直
す
こ
と
は
で
き

ま
す
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
な
ら
や
り
直
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
本
当
に
命
の
喜
ぶ
こ
と
を
、
今
生
に
お
い
て

為
す
。
そ
れ
は
何
か
。勿

論
、
仏
教
を
学
び
、
修
行
す
る

こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
、
し
た
い
こ

と
を
し
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

芸
術
に
生
き
る
も
よ
し
、
ス
ポ
ー
ツ

に
情
熱
を
燃
や
す
も
よ
し
、
仕
事
に

精
出
す
の
も
よ
し
、
学
問
を
深
め
る

の
も
よ
し
、
家
事
に
精
を
出
す
の
も

よ
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
精
を
出
す

の
も
よ
し
、
お
笑
い
に
精
を
出
す
の

も
よ
し
、
な
ん
で
も
自
分
の
生
活
の

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
11  

丸
山
劫
外
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八
正
道
の
実
践
、
仏
教
徒
は
、
こ
れ
を
灯
り
に
し
て

生
き
て
さ
え
い
け
ば
よ
い
の
で
す
。
あ
ま
り
に
多
く
の

こ
と
が
仏
の
教
え
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
実

は
、
私
た
ち
は
、
仏
教
徒
と
し
て
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
わ
か
ら
ず
、
た
だ
掌
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

灯
り
は
八
正
道
で
す
。
正
見
（
正
し
い
見
解
）・
正
思

（
正
し
い
思
い
）・
正
語
（
正
し
い
言
葉
）・
正
し
ょ
う

業ご
う（

正
し
い
行

為
）・
正
し
ょ
う

命み
ょ
う（

正
し
い
生
活
）・
正
精
進
（
正

し
い
努
力
）・
正
念
（
正
道
を
思
い
続
け
る

こ
と
）・
正
し
ょ
う

定じ
ょ
う（

正
し
く
身
心
を
調
え
る
こ

と
・
禅
定
）
で
す
。
カ
ッ
コ
の
中
に
説
明

を
入
れ
ま
し
た
が
、
果
た
し
て
す
ぐ
に

意
味
が
お
分
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
も
難
し
い
の
は
、「
正
し
い
」

と
い
う
言
葉
で
は
な
い
で
す
か
。
何
が

「
正
し
い
」
の
基
準
に
な
る
で
し
ょ
う
。

正
し
い
と
は
、「
仏
の
教
え
に
照
ら

し
て
」「
邪
念
の
な
い
」「
清
浄
で
あ
る
」

「
偏
り
の
な
い
」
等
々
が
考
え
ら
れ
ま

す
。も

う
一
つ
の
見
方
を
提
案
し
ま
す
。
思
い
や
言
葉
や

行
為
な
ど
「
仏
様
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
か
、
否
か
」
と

自
ら
に
問
い
つ
つ
、
実
践
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
に
つ
い
て
で
す
が
、
釈
尊
の
十

大
弟
子
の
中
で
「
天て
ん

眼げ
ん

第
一
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
釈
尊
の
説
法
中
に
居
眠
り
を
し
て
し
ま
い
、
釈
尊

に
叱
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
と
て
も
恥
じ
た
ア
ヌ
ル
ッ
ダ

は
、
そ
れ
以
後
不
眠
不
休
の
誓
い
を
た
て
、
常
じ
ょ
う

坐ざ

不ふ

臥が

の
苦く

行ぎ
ょ
うを

長
年
積
み
ま
し
た
。
釈
尊
は
彼
の
体
を
心
配

し
て
、
苦
行
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
な
さ
い
ま
し
た
が
、

彼
は
聞
き
入
れ
ず
、
自
ら
の
誓
い
を
守
り
通
さ
せ
て
も

ら
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
つ
い
に
失
明
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
眼
は
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
神

通
の
眼
が
開
け
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
通
す
能
力
を

つ
け
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ヌ
ル
ッ
ダ
は
、
目
は
見
え

ま
せ
ん
が
、
修
行
者
た
ち
の
考

え
は
お
見
通
し
で
す
か
ら
、
こ

の
経
典
中
、
最
も
美
し
い
文
言
、

と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

「
月
は
熱
か
ら
し
む
べ
く
、
日

は
冷
や
か
な
ら
し
む
べ
く
と
も
、

仏
の
説
き
た
も
う
四
諦
は
異
な

ら
し
む
べ
か
ら
ず
。」
と
、
釈

尊
に
話
し
か
け
る
の
で
す
。
最

も
美
し
い
場
面
と
も
言
え
る
で

し
ょ
う
。
是
非
こ
の
場
面
を
想

像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
今
ま
で
の
こ
の
経
典

の
教
え
を
、
改
め
て
噛
み
し
め
て
く
だ
さ
い
。
今
に
も

涅
槃
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
釈
尊
も
、
最
後
の
最
後
ま

で
弟
子
た
ち
の
こ
と
を
思
っ
て
語
り
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
今
の
私
た
ち
に
伝
わ
っ
て
い

る
の
で
す
。

私
た
ち
も
ま
た
、
真
実
の
命
を
今
生
で
生
き
き
る
こ

と
を
願
い
ま
し
ょ
う
。
良
い
お
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

根
底
に
、
仏
道
を
学
び
修
行
す
る
こ
と
こ
そ
、
人
生
に

お
い
て
為
す
べ
き
事
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
人
生
を
命
を
豊
か
に
し

て
く
れ
る
こ
と
は
必ひ
つ

定じ
ょ
うで
す
。
で
も
も
し
、
あ
な
た
が

キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
っ
た
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
様
の
教
え

に
学
び
、
修
行
な
さ
る
こ
と
が
人
生
に
お
い
て
為
す
べ

き
こ
と
で
し
ょ
う
。

お
釈
迦
様
も
イ
エ
ス
様
も
、
山
に
登
る
道
は
違
っ
て

も
、
命
の
根
本
に
辿
り
着
く
道
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。
人
間
の
命
の
み
な
ら
ず
、
一
切
万
物
の
命
で

す
。私

も
そ
こ
に
辿
り
着
き
た
い
。

原
文
訓
読

汝な
ん
じ

等ら

、
若も

し
苦く

等と
う

の
四し

諦た
い

に
於お

い
て
疑う

た
が

う
所

と
こ
ろ

有あ

る

者も
の

は
、
疾は

や

く
之こ

れ

を
問と

う
べ
し
。
疑う

た
が

い
を
懐い

だ

い
て
決け

つ

を
求も

と

め
ざ
る
こ
と
を
得う

る
こ
と
無な

か
れ
。
そ
の
時と

き

世せ

尊そ
ん

、
是か

く

の
如ご

と

く
三み

た
び
唱と

な

え
た
も
う
に
、
人ひ

と

問と

い
た
て
ま
つ
る

者も
の

無な

し
。
ゆ
え
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
衆し

ゅ

疑う
た
がい

無な

き
が
故ゆ

え

に
。

 

時と
き

に
阿あ

ぬ

楼る

馱だ

、
衆し

ゅ

の
心し

ん

を
観か

ん

察さ
つ

し
て
、
而し

か

も
仏ほ

と
け

に

白も
う

し
て
言も

う

さ
く
、「
世せ

尊そ
ん

、
月つ

き

は
熱あ

つ

か
ら
し
む
べ
く
、

日ひ

は
冷ひ

や

や
か
な
ら
し
む
べ
く
と
も
、
仏ほ

と
け

の
説と

き
た
も
う

四し

諦た
い

は
異い

な
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。（
次
号
に
続
く
）」　 

 

訳修
行
者
た
ち
よ
。
も
し
四
諦
の
教
え
に
つ
い
て
、
分
か
ら

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
者
は
、
す
ぐ
に
尋た

ず

ね
な
さ
い
。
わ
か
ら

な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
、
釈
尊
に
解
決
を
教
え
て
ほ
し
い

質
問
も
、
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
時
、
釈
尊
は
こ
の
よ
う
に
三
度
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、

だ
れ
も
質
問
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
修
行
者
た
ち
は
四
諦
の
教
え
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。 

 

　
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
は
、
修
行
者
た
ち
の
心
を
見
抜
か
れ
て
、
釈

尊
に
申
し
上
げ
た
。「
世
尊
、
た
と
え
月
を
熱
く
す
る
こ
と

が
で
き
、
太
陽
を
冷
や
や
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て

も
、
釈
尊
が
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
四
諦
の
教
え
は
、
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。（
次
号
に
続
く
）」

解
説

こ
れ
こ
そ
な
す
べ
き
修
行

四
諦
（
四し

聖し
ょ
う

諦た
い

）
の
教
え
は
、
仏
教
の
基
本
的
な
教
え

で
す
。
し
か
し
、
耳
に
「
し
た
い
」
と
聞
い
て
も
、
死

体
か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
字
を
見
て
も
、
仏
教

の
学
び
が
浅
い
場
合
、
ど
の
よ
う
な
教
え
か
と
思
い
ま

す
ね
。
お
釈
迦
様
が
質
問
し
な
さ
い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
な
ら
、
即
座
に
質
問
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

さ
て
、
四
諦
と
は
、
苦く

諦た
い

、
集じ
っ

諦た
い

、
滅め
っ

諦た
い

、
道ど
う

諦た
い

の

こ
と
を
言
い
ま
す
。
諦
は
真
理
・
真
実
と
い
う
意
味
で

す
。苦

諦
は
こ
の
世
は
苦
で
あ
る
と
い
う
真
実
、
集
諦
は

苦
の
原
因
は
、
煩
悩
や
執
着
で
あ
る
と
い
う
真
実
、
滅

諦
は
苦
の
原
因
を
滅
す
る
と
い
う
真
実
、
道
諦
は
さ
と

り
に
導
く
修
行
方
法
の
真
実
、
こ
れ
に
は
八は
っ

正し
ょ
う

道ど
う

と

い
う
具
体
的
な
修
行
方
法
が
さ
ら
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
指
針
で
す
。
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な
る
も
の
と
は
な
に
か
と
申
し

ま
す
と
、
そ
れ
が
ご
先
祖
で
あ

り
、
あ
る
い
は
お
釈
迦
様
は
今

で
も
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
あ
る
い

は
、
阿
弥
陀
様
も
観
音
様
も
生

き
て
、
自
分
た
ち
を
支
え
て
く

れ
て
い
る
、
こ
れ
を
仏
教
者
は

強
調
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ど
れ
ほ
ど
に
生

き
よ
う
生
き
よ
う
と
し
て
も
、

そ
こ
は
限
界
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
駄
目
な
と
き
は
駄
目

な
ん
で
す
よ
。
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
仏
教
者
で
あ

れ
ば
、「
あ
な
た
は
本
当
に
よ
く
頑
張
っ
た
ね
。
お
釈

迦
様
が
、
仏
様
が
あ
な
た
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
る
か

ら
、
大
丈
夫
だ
よ
、
心
配
な
い
よ
」
と
お
諭
し
す
る
。

仏
様
と
ご
一
緒
な
の
だ
と
。
一い
っ

休き
ゅ
う

宗そ
う

純じ
ゅ
ん

禅
師
の
よ
う

な
方
で
も
、
最
後
に
は
弟
子
に
対
し
て
一
言
、「
死
に

と
う
な
い
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
す
。

　
だ
か
ら
、
お
悟
り
を
開
い
た
か
ら
死
ん
で
も
い
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
生
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
、
欲
と
言
う

の
か
、
あ
る
い
は
願
い
と
言
う
の
か
。
私
は
願
い
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
命
」
に
対
す
る
願
い
で
あ
っ
て
、

い
つ
死
ん
で
も
い
い
と
い
う
の
は
、
建
前
と
し
て
は
あ

っ
て
も
、
実
際
は
、「
生
き
抜
く
」
こ
と
が
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

 

生
き
る
こ
と
は 

 

死
ぬ
た
め
の
準
備

佐
々
木
　
私
も
こ
の
ご

ろ
老
い
を
感
じ
て
い
る

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
ま

ず
、
記
憶
が
だ
ん
だ
ん

曖
昧
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
ふ
と
家
の
鍵
な
ん

か
を
ど
こ
に
置
い
た
っ

け
と
。
す
ぐ
近
く
に
あ

る
の
に
、
あ
ち
こ
ち
探
し
回
る
と
か
。
そ
れ
か
ら
絶
え

ず
、
何
と
い
う
の
か
、
体
が
重
い
ん
で
す
ね
。

藤
木
　
な
る
ほ
ど
。
以
前
は
ぱ
っ
と
立
ち
上
が
る
こ
と

が
で
き
た
の
に
、
今
は
思
う
に
ま
か
せ
な
い
、
と
。

佐
々
木
　
そ
う
で
す
。
動
き
が
鈍
く
な
っ
た
気
が
す
る
。

そ
れ
で
も
食
事
は
普
通
に
と
れ
て
い
ま
す
。

藤
木
　
そ
れ
は
い
い
で
す
ね
。
食
事
と
睡
眠
を
十
分
に

と
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
わ
れ
ま
す
か
ら
。

佐
々
木
　
子
ど
も
の
頃
は
本
当
に
胃
が
弱
く
て
、
お
医

者
さ
ん
に
よ
く
連
れ
て
行
か
れ
た
も
の
で
す
。
駒
大
時

代
に
も
胃い

散さ
ん（

胃
腸
薬
）
な
ん
か
持
っ
て
歩
い
た
り
し
て

ね
。
そ
れ
が
今
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
な
っ
た
。
い
つ
で
し

た
か
、
宗
教
学
者
の
山や
ま

折お
り

哲て
つ

雄お

先
生
と
対
談
し
た
と
き

に
、
あ
の
先
生
も
胃
が
弱
い
方
で
、
胃
を
二
回
切
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
病
院
に
も
見
舞
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、「
も
う
駄
目
だ
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
か
ら
、

「
生
き
た
い
」と
い
う
こ
と
は 

「
命
」に
対
す
る
願
い

藤
木
　
本
日
は
日
ご
ろ
先
生
が
お
考
え
の
こ
と
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
米
寿
を
迎
え
ら
れ
た
先

生
で
す
か
ら
、
ふ
だ
ん
か
ら
お
体
の
健
康
に
は
気
を
つ

け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
以
前
お
話
を
伺

っ
た
と
き
に
、
仏
教
の
教
え
が
生
き
る
上
で
の
支
え
に

な
っ
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

佐
々
木
　
そ
う
で
す
ね
。
私
は
朝
起
き
る
と
、
ま
ず
自

分
な
り
の
体
操
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
ま
す
。

藤
木
　
ス
ト
レ
ッ
チ
で
す
か
。

佐
々
木
　
そ
う
で
す
、
ス
ト
レ
ッ
チ
の
あ
と
は
顔
を
洗

い
、
髭
を
剃
り
、
歯
を
磨
い
て
か
ら
、
今
度
は
お
仏
壇

に
お
水
を
あ
げ
、
誰
そ
れ
の
命
日
で
す
と
か
仏
誕
会
、

涅
槃
会
に
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た

物
を
お
供
え
し
ま
す
。
買
っ
て

き
た
物
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
ね
。
い
つ
も
は
お
水
と
お
線

香
を
必
ず
あ
げ
て
、「
南
無
釈

迦
牟
尼
仏
、
南
無
一
切
諸
仏
」

か
ら
始
ま
っ
て
、
お
唱
え
す
る

中
に
両
親
の
戒
名
を
入
れ
ま
し

て
。
そ
こ
に
写
真
と
位
牌
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
今
日
も
よ
ろ
し

く
と
。

　
不
思
議
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
何
か
風
邪
を
引
い
た

り
不
調
を
感
じ
た
と
き
に
は
、
写
真
の
母
の
顔
が
曇く
も

っ

て
見
え
る
。
心
配
そ
う
な
顔
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
今

日
も
仏
壇
に
、「
藤
木
老
師
と
こ
れ
か
ら
懇
談
を
や
り

ま
す
か
ら
、
よ
ろ
し
く
」
と
言
っ
た
ら
、
ぼ
く
に
は
写

真
の
母
が
明
る
い
顔
に
映
る
の
で
す
。
こ
れ
が
悲
し
げ

な
顔
に
見
え
た
と
き
は
、
私
は
気
を
つ
け
る
よ
う
に
し

て
い
る
。
そ
れ
は
一
般
の
学
問
を
や
っ
た
、
例
え
ば
心

理
学
者
か
ら
見
れ
ば
、「
佐
々
木
さ
ん
自
身
が
そ
う
思

っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
見
え
る
だ
け
だ
」
と
言
う
で
し

ょ
う
。
心
理
学
と
し
て
は
、
そ
れ
で
一
定
の
実
証
が
さ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
は
決
し
て
そ
う

じ
ゃ
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　
確
か
に
科
学
的
見
方
は
必
要
で
す
。
し
か
し
、
も
っ

と
非
合
理
な
、
こ
れ
は
不
合
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
非

合
理
な
も
の
の
見
方
と
い
う
の
が
宗
教
者
に
は
大
切
で

す
。
合
理
性
を
盾
に
し

て
押
し
て
く
る
社
会
に

対
し
て
、
合
理
を
越
え

た
非
合
理
な
る
も
の
が

人
間
の
支
え
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
考
え
が
基

礎
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
宗
教
者
は
普
通

の
科
学
者
と
は
違
う
わ

け
で
す
ね
。
で
は
人
間

の
支
え
に
な
る
非
合
理

仏
教
は

日
本
人
に
と
っ
て

欠
か
せ
な
い

教
え
で
あ
る

聞
き
手 

藤
木
隆
宣

佐々木宏幹・わが人生を語る 下

佐々木宏幹（ささき・こうかん）■1930年、宮城県生まれ。東京都立大学（現、首都大学東京）大学院修了。駒澤大学名誉教授。
『人間と宗教のあいだ』（南斗書房）、『シャーマニズム』（中公新書）、『聖と呪力の人類学』（講談社学術文庫）など著書多数。
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い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
ぬ

た
め
の
準
備
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。草そ

う

木も
く

国こ
く

土ど

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

こ
そ 

日
本
仏
教

藤
木
　
そ
の
辺
が
少
し
で
も
人
々
の
内
面
に
入
っ
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
き
方
が
ま
た
ち
ょ
っ
と

変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

佐
々
木
　
昔
、
和わ

辻つ
じ

哲て
つ

郎ろ
う（

日
本
の
哲
学
者
・
倫
理
学
者
）

が
、
人
間
と
い
う
の
は
「
ジ
ン
カ
ン
」
だ
と
説
い
た
ん

で
す
。「
人
の
間
」。
だ
か
ら
、
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
倫
理
道
徳
と
い
う

も
の
は
、
ジ
ン
カ
ン
を
滑
ら
か
に
展
開
さ
せ
る
た
め
に

あ
る
と
。
こ
れ
は
和
辻
倫
理
学
の
根
拠
で
す
よ
ね
。
人

間
は
人
と
人
と
の
間
に
あ
っ
て
、
個
人
で
は
生
き
ら
れ

な
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
最
初
か
ら
考
え
る
べ
き
だ
と
言

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
今
で
い
う
と

社
会
あ
っ
て
の
個
人
で
あ
り
、
じ

ゃ
あ
個
人
は
何
だ
と
い
う
と
、
社

会
を
つ
く
る
た
め
の
基
本
単
位
で

あ
る
と
。
相
互
関
係
の
認
識
が
欠

け
る
と
や
っ
ぱ
り
駄
目
な
の
で
す
。

　
社
会
を
円え
ん

滑か
つ

に
す
る
た
め
に
は
、

私
は
社
会
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

俺
が
俺
が
と
い
う
エ
ゴ
が
働
い
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
仏
教
者
は
、
先
祖
代
々
、
も
ち
ろ
ん
ほ
か
の
家

の
ご
先
祖
様
も
含
め
て
、
み
ん
な
が
無
数
の
仏
様
と
な

っ
て
仏
国
土
に
お
ら
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
仏
様
の

国
か
ら
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
考
え

て
、
感
謝
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
が
キ

リ
ス
ト
教
と
違
う
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は

一
神
教
で
、
ご
先
祖
様
の
概が
い

念ね
ん

は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に

か
く
神
様
の
も
と
に
行
け
ば
全
部
救
っ
て
く
れ
る
と
い

う
考
え
で
す
か
ら
、
日
本
仏
教
と
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
。

藤
木
　
な
る
ほ
ど
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

佐
々
木
　
イ
ン
ド
仏
教
で
は
、
先
祖
と
い
う
の
は
あ
ま

り
説
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
仏
教
は
ご
先

祖
を
大
切
に
し
ま
す
。
そ
れ
は
か
な
り
古
い
時
代
か
ら

「
先
祖
代
々
」
と
い
う
よ
う
な
意
識
が
あ
っ
て
、
こ
れ

は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
日
本
人
は
絶
対
の
神
を
持
た
な

か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
日
本
仏
教
は

草
木
国
土
悉
皆
成
仏
で
す
。
人
間

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
草
も
木
も
、

国
土
ま
で
も
全
て
が
成
仏
す
る
。

「
い
の
ち
」
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉と
ら

え
た
、
こ
れ
こ
そ
は
日
本
で
展
開

し
た
大
乗
仏
教
の
一
番
大
き
な
特

長
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は

そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。�

完

「
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
あ
り
ま
せ

ん
」
な
ん
て
い
う
よ
う
な
話
を
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
山
折
先
生
も
大
変
有
名
な
方
に

な
り
ま
し
た
が
、
東
京
に
い
た
と

き
は
貧
乏
暮
ら
し
だ
よ
と
言
っ
て

お
ら
れ
て
ね
、
京
都
に
行
か
れ
て

か
ら
は
ご
存
知
の
と
お
り
の
大
活

躍
で
す
。
そ
の
山
折
先
生
も
八
十

七
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、

書
い
た
も
の
を
読
み
ま
す
と
、
歩
け
、
歩
け
と
い
う
こ

と
で
、
毎
日
一
時
間
近
く
歩
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

や
っ
ぱ
り
体
は
足
腰
か
ら
弱
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
私

も
歩
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
億お
っ

劫く
う

に
な
っ
て

く
る
。
ご
ろ
っ
と
横
に
な
っ
て
、
何
か
読
む
と
い
う
こ

と
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
何
か
読
む
も
の
が
な
い

と
駄
目
な
ん
で
す
よ
。

藤
木
　
先
生
は
横
に
な
っ
て
も
本
を
読
ま
れ
る
わ
け
で

す
ね
。

佐
々
木
　
夜
の
十
一
時
ご
ろ
に
横
に
な
っ
て
も
、
何
か

読
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
悪
い
癖
と
い
え
ば
悪
い
癖
で

す
。
眠
る
と
き
は
き
ち
ん
と
眠
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
し
ょ
う
ね
。

藤
木
　
延
命
治
療
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
今
、
い

ろ
い
ろ
賛
否
両
論
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
無
常

観
と
い
う
か
諦た
い

念ね
ん

と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

か
ら
ど
こ
か
で
判
断
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
。
仏

教
的
判
断
で
す
ね
。

佐
々
木
　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で

す
。生
ま
れ
た
ら
必
ず
病
に
な
っ
て
、

い
ず
れ
の
と
き
に
か
死
に
至
り
ま

す
。
生
老
病
死
で
す
。「
四し

苦く

八は
っ

苦く

」
の
四
苦
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、

お
釈
迦
様
の
悟
り
の
中
に
も
、
広

い
意
味
で
そ
れ
は
入
る
の
で
し
ょ

う
が
、生
ま
れ
た
ら
必
ず
年
老
い
る
、

生
老
で
す
。
老
い
た
ら
ば
病
気
に

な
り
や
す
い
、
や
が
て
は
死
ぬ
。
だ
か
ら
、
病
死
と
言

い
ま
す
ね
。
道
元
禅
師
に
「
生
し
ょ
う

死じ

憐あ
わ

れ
む
べ
し
　
雲
の

変
更
　
迷め
い

途と

覚か
く

路ろ

　
夢
中
に
（
を
）
行
く
」
と
あ
り
ま
す
。

ま
だ
永
平
寺
へ
行
く
前
の
有
名
な
お
言
葉
で
す
が
、
本

当
に
生
死
は
、
一
般
人
か
ら
み
た
ら
憐
れ
む
べ
し
、
雲

が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
の
と
同
じ
だ
と
い
う
わ
け

で
す
。

　
そ
う
い
う
生
死
と
い
う
も
の
を
、
最
後
は
神
様
に
委ゆ
だ

ね
れ
ば
神
様
が
全
部
引
き
受
け
て
く
れ
る
と
い
う
の
が
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
説
い
た
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

お
釈
迦
様
は
そ
う
は
説
か
な
か
っ
た
。
生
ま
れ
た
ら
死

ぬ
の
は
当
た
り
前
で
、
年
老
い
る
の
も
当
た
り
前
、
こ

れ
を
「
無
常
」
と
い
い
ま
す
ね
。
常
が
な
い
の
だ
か
ら
、

瞬
間
、
瞬
間
で
違
う
の
で
す
。
昨
日
の
私
と
今
日
の
私

は
違
っ
て
い
る
。
お
釈
迦
様
の
悟
り
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
生
ま
れ
て
お
め
で
と
う

と
言
っ
た
ら
、
裏
の
意
味
は
、
い
つ
か
死
に
ま
す
よ
と

社会を円滑にするためには、
　　私は社会によって生かされているということを忘れない。
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容
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
日
本
は
子
ど
も
の 

天
国
」だ
っ
た
？

さ
ら
に
そ
れ
よ
り
一
五
〇
年
前
、
時
代
を
明
治
の
初
年

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、「
日
本
は
子
ど
も
の
天
国
」
だ
と

外
国
人
が
驚
く
ほ
ど
の
国
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー

ド
・
モ
ー
ス
は
、
そ
の
日
記
に
書
い
て
い
る
。「
い
ろ
い

ろ
な
事
柄
の
中
で
、
外
国
人
が
異い

口く

同ど
う

音お
ん

に
指
摘
す
る
こ

と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
が
子
供
た
ち
の
天
国
（
パ

ラ
ダ
イ
ス
）
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
の
子
供
た
ち
は
親

切
に
扱
あ
つ
か

わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
ど
の
国
の
子
供
た
ち

よ
り
も
多
く
の
自
由
を
も
ち
、
そ
れ
を
濫ら
ん

用よ
う

す
る
こ
と
な

く
、
よ
り
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
喜
ば
し
い
体
験
を
も
っ
て

い
る
。
罰
も
な
く
、
咎と
が

め
も
な
く
、
叱し
か

ら
れ
る
こ
と
も
な

く
ガ
ミ
ガ
ミ
小
言
を
い
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
日
本
の
子

供
が
受
け
る
寵
ち
ょ
う

愛あ
い

と
特
典
を
考
え
る
と
、
確
か
に
彼
ら
は

甘
や
か
さ
れ
て
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
思
え
る
が
、

と
ん
で
も
な
い
。
日
本
の
子
供
ほ
ど
両
親
を
敬け
い

愛あ
い

し
、
老

人
を
尊
敬
す
る
も
の
は
世
界
中
ど
こ
を
探
し
て
も
い
な
い
。

汝な
ん
じの
父
と
母
を
敬
う
や
ま
え
―
こ
れ
は
日
本
人
に
深
く
し
み
こ
ん

だ
特
性
で
あ
る
」（
明
治
一
〇
年
六
月
下

旬
）少

々
褒ほ

め
す
ぎ
の
感
も
し
ま
す
が
、

モ
ー
ス
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス

人
の
ジ
ャ
ン
・
ク
ラ
ッ
セ
、
オ
ラ
ン

ダ
人
の
フ
ィ
ッ
セ
ル
、
さ
ら
に
は
日

本
に
定
住
し
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

ー
ン
（
小こ

泉い
ず
み

八や

雲く
も

）
な
ど
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
来
日
し
た

何
人
も
の
外
国
人
が
、
共
通
に
日
本
人
の
子
育
て
と
子
ど

も
に
注
ぐ
〈
ま
な
ざ
し
〉
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

素
朴
な
子
育
て
へ
の 

ま
な
ざ
し
を
想
う

時
あ
た
か
も
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
、
日
本
の
近
代

化
は
日
本
人
の
子
育
て
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
何
を
も
た
ら

し
た
の
か
？
　
教
育
制
度
が
確
立
し
、
医
療
や
保
健
や
児

童
福
祉
制
度
も
整
と
と
の

い
、
子
ど
も
に
与
え
る
豊
か
な
文
化
が

準
備
さ
れ
て
き
た
歩
み
は
、
乳
幼
児
や
子
ど
も
の
死
亡
を

少
な
く
し
「
安
全
・
安
心
」
の
子
育
て
環
境
を
整
え
る
上

で
大
き
な
進
歩
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
が
、
子
ど
も
に
注
ぐ

〈
ま
な
ざ
し
〉
は
果
た
し
て
豊
か
に
な
っ
て
来
た
の
だ
ろ

う
か
。
子
ど
も
を
人
材
と
し
て
期
待
し
、
子
ど
も
を
教
育

し
て
、
少
し
で
も
「
良
く
」・「
正
し
く
」
育
て
よ
う
と
す

る
意
識
な
ど
な
く
、
大
人
た
ち
と
子
ど
も
た
ち
が
地
域
社

会
の
中
で
と
も
に
暮
ら
し
、「
地
域
の
子
」
と
し
て
皆
で

見
守
り
育
て
て
い
た
時
代
の
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
〈
素
朴

な
ま
な
ざ
し
〉
の
価
値
を
想
い
お
こ
し
て
み
る
こ
と
も
無

駄
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

親
父
の 

少
年
時
代
は

子
ど
も
の
騒
ぎ
声
が
「
デ
シ
ベ

ル
」
と
い
う
数
値
で
測
ら
れ
、
騒
音

か
ど
う
か
を
判
定
さ
れ
る
時
代
と
な

っ
た
こ
と
を
前
回
紹
介
し
た
が
、
子

ど
も
が
育
つ
地
域
の
風
景
、
大
人
の

〈
ま
な
ざ
し
〉
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

た
し
か
に
、
一
昔
前
の
地
域
の
風
景

と
は
あ
ま
り
に
対
照
的
で
あ
る
。
遠

藤
ケ
イ
は
『
親
父
の
少
年
時
代
』（
か

や
書
房
、
一
九
八
一
年
）
の
中
で
、
自

ら
の
少
年
時
代
（
一
九
五
〇
年
代
）
を

克
明
に
た
ど
り
な
が
ら
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。「
家
か
ら
あ
ふ
れ
出

し
た
こ
ど
も
た
ち
は
、
狭
い
路
地
に

た
む
ろ
し
、
ベ
ー
ゴ
マ
や
ビ
ー
ダ
マ
、

パ
ッ
チ
（
メ
ン
コ
）
か
ら
ゴ
ロ
ベ
ー
ス

な
ど
の
野
球
ま
で
や
り
、
路
地
に
は

い
つ
も
元
気
な
歓か
ん

声せ
い

が
響
い
て
い
た
。

『
赤
ん
坊
が
寝
つ
か
ね
ぇ
か
ら
静
か

に
遊
べ
や
』
と
き
に
は
、
窓
か
ら
ど

な
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
路
地

か
ら
締
め
出
し
を
く
ら
う
こ
と
は
な

か
っ
た
」
と
。
大
人
た
ち
が
地
域
の

子
ど
も
た
ち
に
注
ぐ
〈
ま
な
ざ
し
〉

は
、
た
と
え
悪
ガ
キ
に
対
し
て
も
寛

挿絵 / 長谷川葉月

子
ど
も
へ
の

〈
素
朴
な

ま
な
ざ
し
〉を

　
想
う

ま
し
や
ま
・
ひ
と
し

教
育
学
・
社
会
福
祉
学
者
。

１
９
４
８
年
栃
木
県
生
ま
れ
。

日
本
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学

部
教
授
、
早
稲
田
大
学
文
学

学
術
院
教
授
を
経
て
、
早
稲

田
大
学
名
誉
教
授
。『
ア
ニ

マ
シ
オ
ン
と
日
本
の
子
育

て
・
教
育
・
文
化
』『
子
育
て
支

援
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』な

ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
。

増
山 
均
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
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