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た
ち
の
独
自
な
世
界
、
異い

年ね
ん

齢れ
い

の
子
ど
も

集
団
に
よ
る
人
間
性
の
練ね

り
上あ

げ
、「
子

ど
も
の
領
分
」
に
組
み
込
ま
れ
た
人
間
形

成
力
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
れ

ら
は
、
家
庭
や
学
校
環
境
が
ど
ん
な
に
教

育
的
に
組
織
さ
れ
よ
う
と
も
、
地
域
環
境

が
ど
ん
な
に
立
派
に
整
備
さ
れ
よ
う
と
も
、

見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
う
の

で
す
。

「
子
ど
も
の
居
場
所
」
が
「
居
さ
せ
ら
れ

場
所
」
に
留
ま
ら
な
い
た
め
の
視
点
と
し

て
、
押
さ
え
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

子
ど
も
を
取
り
巻
く
地
域
環
境
へ
の
不
安
が
増
す
中
で
、

子
ど
も
た
ち
を
「
地
域
の
子
」
と
し
て
見
守
り
育
て
て
い

く
こ
と
の
大
切
さ
を
、
前
回
指し

摘て
き

し
ま
し
た
。
い
ま
全
国

各
地
で
、
行
政
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
地
域
住
民
に
よ
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
「
子
ど
も
の
居
場
所
」
づ
く
り
が
す
す
ん
で
い
ま

す
。
大
人
の
善
意
に
も
と
づ
く
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、

子
ど
も
た
ち
へ
の
素
晴
ら
し
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
あ
り
、
大

い
に
歓か
ん

迎げ
い

す
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
、
大
人
の
手
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
「
子
ど
も
の
居
場
所
」
が
、
実
は
大
人
に

と
っ
て
の
安
心
で
あ
り
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
安
全
に

「
居
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
所
」
に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う

か
を
見
つ
め
な
お
す
視
点
も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
の
地
域
社
会
は
、
大
人
に

よ
っ
て
活
動
の
場
所
や
内
容
が
決
め
ら
れ
、
枠
づ
け
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
手
で
遊
び
を
展
開
し
て

い
く
場
で
あ
り
、
学
校
や
家
庭
や
情
報
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
文
化
と
違
い
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
文
化

を
つ
く
り
出
し
、
自
由
に
改
変
し
な
が
ら
生せ
い

活か
つ

圏け
ん

を
拡

大
・
獲
得
し
て
い
く
「
子
ど
も
の
領
分
」
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

さ
し
あ
た
り
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち

の
み
な
ら
ず
、
海
外
の
子
ど
も
た
ち
に
も
根
強
い
人
気
の

あ
る
『
ド
ラ
え
も
ん
』
の
世
界
を
想
い
描
い
て
い
た
だ
け

れ
ば
分
か
り
易
い
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
の
共
き
ょ
う

感か
ん

を
誘

っ
て
い
る
の
び
太
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
ガ
キ
大
将
の
ジ

ャ
イ
ア
ン
に
い
じ
め
ら
れ
、
ス
ネ
夫
に
は
い
び
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
ケ
ン
カ
や
ト
ラ
ブ
ル
を
持
ち
な
が
ら
も

遊
び
仲
間
と
し
て
、
大
人
か
ら
は
独
立
し
た
自
由
な
世
界

（
子
ど
も
社
会
・
子
ど
も
の
領
分
）
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
き
ま

す
。家

庭
や
学
校
と
違
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
社
会
・

子
ど
も
の
領
分
で
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
必
ず
し

も
「
教
育
的
」
ば
か
り
で
は
な
い
人
間
同
士
の
か
か
わ
り

を
学
ん
で
い
き
ま
す
。

い
じ
め
た
り
い
じ
め
ら
れ
た
り
、
悪あ
く

態た
い

を
つ
い
た
り
つ

か
れ
た
り
、
小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
は
日
常
茶
飯
事
で
す
。
い

ろ
い
ろ
な
人
間
と
付
き
合
い
、
人
と
の
関
わ
り
に
と
も
な

う
嫌い
や

な
思
い
も
経
験
し
ま
す
。
悔く
や

し
い
思
い
を
し
た
り
、

勝
っ
た
り
負
け
た
り
し
、
そ
れ
で
も
一
緒
に
ま
た
遊
び
の

世
界
を
共
有
し
ま
す
。
そ
ん
な
な
か
で
、
自
分
の
身
を
守

り
、
仲
間
の
中
で
の
自
分
の
立
場
や
役
割
を
見
つ
け
、
仲

間
の
な
か
で
の
地
位
を
築
き
、
子
ど
も
集
団
の
秩ち
つ

序じ
ょ

を
生

み
出
し
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
社
会
の
野
性
的
な
相
互
教
育
力
や
、

子
ど
も
集
団
の
な
か
で
学
び
と
る
人
間
関
係
形け
い

成せ
い

力り
ょ
くは
、

決
し
て
お
と
な
が
言
葉
で
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
す
。
大
人
に
よ
る
見
守
り
や
配は
い

慮り
ょ

が
届
か
な
い
子
ど
も

挿絵 /長谷川葉月

「
子
ど
も
の
居
場
所
」と
い
う
名
の 

「
い
さ
せ
ら
れ
場
所
」？

ド
ラ
え
も
ん
の
世
界
に 

学
ぶ

「
子
ど
も
の
領
分
」の 

中
に
あ
る
教
育
力

「
子
ど
も
の

 

居い

場ば

所し

ょ

」と

「
子
ど
も
の

 

領り

ょ

う

分ぶ

ん

」を
考
え
る

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
。

早稲田大学名誉教授

増山 均 



5 4

高
ま
る
憲
法
改
正
の
機
運

藤
木
　
昨
年
、
安
倍
晋
三
総
理
が
三
選
を
果
た
し
ま
し

た
。
就
任
以
来
、
憲
法
改
正
に
は
並
々
な
ら
ぬ

意
欲
を
持
た
れ
て
お
り
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
在

任
中
の
進
展
が
現
実
味
を
帯
び
て
き
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
一
大
事
で
あ
る

は
ず
の
憲
法
改
正
が
、
肝
心
の
国
民
の
中
で
、

現
実
的
な
課
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
と
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
憲
法
改

正
に
よ
っ
て
、
基
本
原
理
で
あ
る
基
本
的
人
権

に
つ
い
て
は
、
何
か
影
響
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、

な
ど
と
不
安
も
抱
い
て
し
ま
う
の
で
す
。
本
日

は
そ
こ
の
と
こ
ろ
も
含
め
な
が
ら
、
私
た
ち
日

本
人
に
と
っ
て
の
「
理
想
的
な
人
間
の
あ
り

方
」
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
、
先
生
方
の
ご
意

見
を
頂
戴
致
し
た
く
存
じ
ま
す
。

島
薗
　
今
回
の
改
正
に
つ
い
て
私
見
を
申
し
ま
す
と
、

い
わ
ゆ
る
「
お
試
し
改
憲
」
の
よ
う
な
感
じ
が

強
く
し
ま
す
。
と
に
か
く
憲
法
改
正
と
い
う
も

の
は
い
つ
で
も
で
き
る
か
ら
、
ま
ず
は
そ
れ
に

国
民
を
慣
れ
さ
せ
て
お
い
て
、
そ
し
て
目
標
は

基
本
的
人
権
を
縮
小
・
制
限
し
て
、
集
団
の
秩

序
を
強
調
す
る
よ
う
な
方
向
に
憲
法
を
変
え
て

い
く
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
戦
前
回
帰

と
い
う
よ
う
な
面
も
持
っ
て
い
る
と
同
時
に
、

現
在
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
（
高
度
技
術
官
僚
）
支

配
と
い
う
か
、
大
企
業
中
心
の
、
よ
り
効
率
的

に
国
力
お
よ
び
大
組
織
の
力
を
強
め
て
い
く
と

い
う
、
そ
う
い
う
政
策
に
資
す
る
方
向
に
進
め

た
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
第
九

条
改
変
と
が
重
な
っ
て
い
る
、
と
私
は
見
て
い

ま
す
。
要
す
る
に
個
人
の
自
由
よ
り
も
集
団
の

秩
序
を
重
ん
じ
る
改
正
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

藤
木
　
内
山
先
生
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し

ょ
う
。

内
山
　
た
だ
い
ま
基
本
的
人
権
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た

が
、
私
の
関
わ
っ
て
い
る
分
野
で
は
、
あ
ら
か

じ
め
個
別
の
人
権
が
あ
る
と
い
う
発
想
よ
り
も
、

ど
う
い
う
関
係
を
つ
く
っ
て
い
く
と
誰
も
追
い

詰
め
ら
れ
た
り
し
な
い
、
み
ん
な
が
尊
重
で
き

る
社
会
に
な
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
関
係
論

で
考
え
直
そ
う
と
い
っ
た
傾
向
が
強
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

	

　

憲
法
に
お
け
る
人
権
の
問
題
に
つ
い
て
言
う

と
、
私
た
ち
は
全
く
違
う
こ
と
を
同
時
に
言
う

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
個
人

の
中
に
人
権
が
あ
る
発
想
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会

が
生
ん
だ
発
想
だ
し
、
そ
れ
よ
り
も
関
係
論
で

考
え
直
す
ほ
う
が
い
い
と
い
う
見
方
を
片
方
で

は
し
な
が
ら
、
も
う
片
方
で
は
、
戦
前
的
世
界

か
ら
戦
後
的
世
界
へ
の
転
換
の
中
で
人
々
は
人

権
を
掲
げ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は

無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
と
。
だ
か

ら
戦
後
の
文
化
と
か
戦
後
の
精
神
を
守
る
と
い

う
意
味
で
は
、
人
権
擁
護
と
い
う
立
場
を
取
り

や
す
い
の
で
す
。

島
薗
　
憲
法
に
お
い
て
過
度
に
人
権
を
認
め
る
と
、
例

え
ば
親
子
の
上
下
の
秩
序
と
か
、
目
上
の
人
を

尊
敬
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
助
け
合
っ
て
い
く

社
会
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
軽
ん
じ
る
よ
う

な
方
向
に
人
権
が
使
わ
れ
て
き
た
と
感
じ
て
い

る
、
そ
う
い
う
経
験
を
し
て
い
る
人
が
か
な
り

い
る
と
い
う
の
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。

	

　

他
方
で
、
か
つ
て
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
、

「
差
別
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
差
別
を
す
る
こ

と
自
体
を
慎
む
と
い
う
認
識
が
確
か
に
深
ま
っ
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い
な
も
の
を
前
面
に
出
し
て
き
た
の
で
す
。
歴

史
的
に
は
そ
う
い
う
経
緯
な
ん
で
す
ね
。
そ
う

す
る
と
、
そ
こ
に
居
心
地
が
悪
い
と
思
っ
て
い

る
人
た
ち
も
当
然
出
て
き
ま
す
。
中
に
は
戦
前

的
な
国
家
や
国
体
に
守
ら
れ
て
い
る
ほ
う
が
居

心
地
が
い
い
と
い
う
人
た
ち
も
出
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
み
る
と
、
そ

れ
は
そ
れ
で
ま
た
居
心
地
が
よ
く
な
い
わ
け
で

す
。

	

　

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
そ
の
多
く
の
人
た
ち

が
、
今
何
に
包
ま
れ
た
ら
居
心
地
が
い
い
の
か
、

安
心
感
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ

の
提
示
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

	

　

そ
れ
を
提
示
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
も
う

一
遍
風
土
と
か
共
同
体
と
い
う

と
こ
ろ
に
還
っ
て
、
そ
れ
か
ら

そ
こ
の
奥
に
あ
る
精
神
と
し
て
、

や
は
り
信
仰
が
果
た
し
て
き
た

も
の
、
例
え
ば
自
然
信
仰
が
あ

っ
て
こ
そ
何
か
落
ち
着
け
る
世

界
が
あ
る
い
う
こ
と
に
な
っ
て

く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

	

　

で
す
か
ら
日
本
に
仏
教
が
、

し
か
も
民
衆
世
界
に
定
着
し
た
と
い
う
の
は
、

人
々
の
落
ち
着
け
る
世
界
に
う
ま
く
習
合
し
た
、

あ
る
い
は
一
体
化
し
た
と
言
い
ま
す
か
。
で
す

か
ら
、
何
か
あ
る
と
お
寺
に
行
く
と
落
ち
着
く
、

お
坊
さ
ん
を
呼
ん
で
来
る
と
落
ち
着
く
、
そ
う

い
う
世
界
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思

う
ん
で
す
ね
。

藤
木
　
仏
教
界
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
面
も
伏
線
と
し

て
き
ち
ん
と
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
た
ち
の
理
想
と
す

る
生
き
方
と
か
、
指
針
に
な
る
べ
き
も
の
を
、

現
代
に
向
け
て
き
ち
ん
と
提
示
す
る
必
要
性
は

痛
感
し
て
い
ま
す
。

島
薗
　
現
代
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
み
ま
す
と
、
今
、

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
概
念
が
広
ま
っ
て

い
ま
す
。
医
学
界
・
医
療
の
世
界
で
は
ど
ん
ど

ん
広
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
医
療
の
現
場
で
活
用

し
て
い
こ
う
と
。
仏
教
に
基
づ
く
瞑
想
が
医
療

の
中
へ
取
り
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
瞑
想

す
る
と
病
気
が
軽
減
さ
れ
る
、
そ
れ
が
デ
ー
タ

と
し
て
数
値
化
さ
れ
て
出
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
、
ど
ん
ど
ん
広
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。
実
は

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
お
互
い
の
違
い
を
認
め

な
が
ら
、
相
手
の
立
場
を
尊
ぶ
考
え
方
が
ど
ん

ど
ん
浸
透
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
人
権
と
い
う
概
念
が
む
し
ろ
拡
張
し
て
い
る

の
で
す
。
例
え
ば
障
が
い
者
で
す
ね
。
障
が
い

者
を
生
産
性
の
観
点
か
ら
見
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
人
の
存
在
そ
の
も
の
に
尊
さ
が
あ

る
と
い
う
観
点
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

い
う
点
で
は
、
人
権
概
念
が
宗
教
に
戻
っ
て
い

る
と
言
い
ま
す
か
、
宗
教
的
な
基
盤
に
返
ろ
う

と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

	

　

例
え
ば
仏
教
の
言
葉
で
す
と
「
慈
悲
」
で
す

と
か
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
仏
性
が
あ
る
「
悉
有

仏
性
」。
憲
法
で
言
う
と
「
生
存
権
」
と
い
う
、

一
番
基
底
の
と
こ
ろ
ま
で
返
っ
て
、
一
人
一
人

の
人
間
が
尊
重
さ
れ
る
。
今
、
内
山
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
、
み
ん
な
が
尊
重
さ
れ
る
視
点
と

い
う
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
間
に
日
本
人
が
認
識

を
深
め
て
き
た
面
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

	

　

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
様
々
な
認
識
が
あ
っ

て
、
人
間
関
係
の
中
で
の
相
互
の
あ
り
方
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
視
野
を
広
げ
て
、
多
様
な
人
々

と
の
関
わ
り
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
尊
ぶ

と
い
う
形
に
ど
う
す
れ
ば
な
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

日
本
人
に
と
っ
て
の 

居
心
地
の
よ
さ
と 

「
着
地
点
」
と
は
な
に
か

内
山
　
明
治
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
く
日
本
の
社
会

と
い
う
の
は
、
国
家
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
人
々

の
生
き
る
世
界
が
あ
る
と
い
う
思
想
が
基
底
に

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
と
し
て
は
、「
国

家
が
あ
っ
て
自
分
た
ち
の
生
活
が
あ
る
」
と
言

わ
れ
て
も
、
な
に
か
ピ
ン
と
こ
な
い
も
の
も
あ

る
。
ど
こ
か
着
地
点
が
な
い
と
居
心
地
が
悪
い

と
い
う
か
、
落
ち
着
か
な
い
と
い
う
か
、
そ
う

い
っ
た
感
覚
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
に
、

着
地
点
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

	
　

日
本
の
社
会
が
昔
か
ら
持
っ
て
い
た
市
民
の

着
地
点
と
い
う
の
は
、「
風
土
」
に
帰
結
す
る

だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
風
土
を
ど
う
規
定
す

る
か
で
論
争
に
な
り
や
す
い
言
葉
で
は
あ
り
ま

す
が
、
私
た
ち
は
何
か
に
包
ま
れ
て
生
き
て
い

て
、
そ
の
包
ま
れ
て
い
る
も
の
に
何
か
安
心
感

を
覚
え
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
意
識
の

も
の
で
す
。
そ
の
包
ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
明

治
以
降
に
な
っ
て
く
る
と
、
国
家
と
か
国
体
と

か
、
そ
ち
ら
の
方
に
切
り
替
え
よ
う
と
し
た
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。

	

　

さ
ら
に
今
度
は
、
そ
れ
を
戦
後
に
な
っ
て
否

定
す
る
と
き
に
、
欧
米
流
の
個
人
の
尊
厳
み
た



9 8

う
こ
と
で
す
。

	

　

そ
こ
ま
で
含
め
て
理
念
を
つ
く
る
と
す
る
と
、

こ
れ
は
仏
教
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
と
い
う
、
明

確
な
発
信
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
、
壊
れ
て
い
る

社
会
の
あ
り
方
、
弱
い
と
こ
ろ
で
何
と
か
工
夫

を
し
て
い
る
あ
り
方
の
中
に
人
類
社
会
の
未
来

を
指
し
示
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
行
動
と
い
う

も
の
が
表
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
最
近
の
例
で

言
う
と
、「
ス
ー
パ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
呼

ば
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
。

藤
木
　
は
い
。
災
害
に
遭
わ
れ
た
多
く
の
地
域
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
で
す
ね
。

島
薗
　
あ
の
方
が
出
て
き
た
だ
け
で
、
み
ん
な
、
す
ご

い
な
と
思
い
、
何
か
私
た
ち
が
失
っ
た
も
の
を

体
現
し
て
い
る
人
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感

じ
を
持
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
ど
こ
か
日
本
人
の
「
着
地
点
」
に
つ
な
が
る

よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
を
伝
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

	

　

そ
う
い
う
も
の
を
憲
法
に
反
映
し
ろ
と
い
う

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
憲
法
で
個
人
の

人
権
や
生
存
権
、
あ
る
い
は
国
民
主
権
と
言
う

と
き
に
は
、
そ
う
い
う
「
人
間
の
あ
り
方
」
と

い
う
も
の
が
前
提
と
な
っ
て
い
て
、
単
な
る
価

値
相
対
主
義
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

人
間
が
求
め
る
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
、
あ
る
い

は
古
い
に
し
えか

ら
尊
ん
で
き
て
今
も
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る

よ
う
な
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
は
新
し
い
環
境
に

展
開
、
適
用
す
べ
き
よ
う
な
も
の
が
、
確
か
に

あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
価
値
を
憲
法
の
条
文

が
は
ら
ん
で
い
て
、
し
か
し
、
特
定
の
価
値
は

押
し
付
け
な
い
、
そ
う
い
う
受
け
止
め
方
が
必

要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
の
間
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
大
学
の
研
究
者

に
聞
い
た
ら
ば
、
瞑
想
に
基
づ
く
、
振
り
返
り

に
基
づ
く
ケ
ア
を
、「
コ
ン
テ
ン
プ
レ
イ
テ
ィ

ブ
ケ
ア
」
と
い
う
ん
で
す
ね
。
瞑
想
が
尊
ば
れ

る
、
そ
れ
自
身
は
仏
教
に
と
っ
て
も
い
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
し
、
現
代
社
会
が
求
め
て
い
る

も
の
を
探
す
一
つ
の
動
き
だ
と
は
思
い
ま
す
。

	

　

で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
よ
っ
て
、
当

事
者
が
身
体
的
・
精
神
的
、
さ
ら
に
は
社
会
的

に
、
よ
り
良
好
な
状
態
に
近
づ
け
る
か
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
の
関

係
の
次
元
が
ま
だ
構
築
さ
れ
て
い
な
い
。
本
当

に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
実
行
す
る
な
ら
ば
、

様
々
な
関
係
も
変
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
瞑
想
は
ど
う
い
う
人
間
関
係
、
ど
う
い

う
社
会
の
あ
り
方
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
、
そ
こ
ま
で
展
開
し
な
い
と
い
け
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
こ
れ
か
ら

に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

	

　

さ
ら
に
今
度
は
、「
コ
ン
テ
ン
プ
レ
イ
テ
ィ

ヴ
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
の
も
動
き
始

め
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
学
校
の
子

ど
も
た
ち
が
い
じ
め
で
苦
し
み
、
不
登
校
に
な

る
。
そ
う
い
う
関
係
性
の
中
で
は
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
大
切
な
、
そ
し
て
基
本
的
な
も
の

が
培
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

	

　

今
ま
で
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
よ
い
解
決
法
と

み
な
さ
れ
た
の
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
教

え
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
人
と
う
ま
く

付
き
合
っ
て
い
く
方
法
を
教
え
て
、
そ
の
能
力

を
高
め
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
足
り
な
い
の
で
す
。
も
う
一
つ
そ
こ
に

倫
理
、
要
す
る
に
人
と
し
て
の
良
き
あ
り
方
と

い
う
も
の
の
ビ
ジ
ョ
ン
ま
で
必
要
だ
ろ
う
と
い
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ー
シ
ョ
ン
す
る
ぞ
と
い
う
人
が
い
て
も
い
い
ん

だ
け
ど
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ん
か
要
る
の
か

な
と
言
っ
て
い
る
人
も
い
て
い
い
わ
け
で
、
後

者
の
人
た
ち
の
居
心
地
の
い
い

教
育
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

藤
木
　
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
で
す
と

か
Ｇ
Ｎ
Ｐ
（
国
民
総
生
産
）
に
注

視
す
る
方
向
で
求
め
て
い
く
と
、

働
け
働
け
と
鞭
打
つ
よ
う
に
な

る
の
で
し
ょ
う
ね
。

内
山
　
世
界
に
負
け
る
な
と
。
と
に
か

く
「
改
革
」
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。

島
薗
　
と
こ
ろ
が
、
経
済
的
に
勝
っ
て
も
幸
せ
に
な
る

気
が
し
な
い
わ
け
な
ん
で
す
よ
ね
。
経
済
的
に

負
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
改
革
だ
、

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

す
が
、
改
革
し
た
ら
、
Ａ
Ｉ
の
発
達
で
人
の
働

く
場
所
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

い
い
社
会
へ
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
な
い
で
す
ね
。
希
望
の
持
ち
よ
う
が
な
い
と

言
い
ま
す
か
。

藤
木
　
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
光
が
見
え
て
こ
な
い
と

い
う
感
覚
は
あ
り
ま
す
ね
。

島
薗
　
本
当
に
そ
う
い
う
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
そ
う

い
う
中
で
、
宗
教
へ
の
期
待
と
い
う
も
の
は
む

し
ろ
強
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
マ

イ
ナ
ス
の
面
で
言
う
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ネ
タ

ニ
ヤ
フ
と
ア
メ
リ
カ
の
福
音
派
が
協
力
し
て
危

な
い
連
合
を
つ
く
る
方
向
へ
宗
教
が
働
い
た
り
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
中
の
過
激
派
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
も
の
が
世
界
の
危
険
の
要
因
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
他
方
で
ロ
ー
マ
法
王
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
に
良
心
を
求
め
た
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
も

信
頼
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
日
本
で
も
、
仏
教
界

に
そ
う
い
う
期
待
が
か
か
っ
て
く
る
面
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

塩
谷
　
人
々
が
そ
う
い
う
価
値
を
形
成
す
る
の
を
国
は

邪
魔
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
と
い
う
の
が
本
来

の
憲
法
の
あ
り
方
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
も
そ

う
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
々
が
追
い
求
め
る
べ
き
価
値
を
、

憲
法
に
反
映
さ
せ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
こ
の
部
分
を
変
え
て
し
ま
う
と
、
結

局
、
人
々
の
自
発
的
で
自
主
的
な
理
想
を
追
い

求
め
る
あ
り
方
と
か
、
価
値
を
追
い
求
め
る
と

い
う
こ
と
は
阻
害
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ひ
い

て
は
、
為
政
者
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
も
の
、

都
合
の
悪
い
価
値
は
ど
ん
ど
ん
押
し
込
め
ら
れ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
防
が
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

現
代
社
会
に
潜
む 

「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
信
仰
」
と 

宗
教
へ
の
期
待

内
山
　
今
、
政
治
的
な
保
守
と
言
わ
れ
る
政
党
と
い
う

の
が
、
実
は
改
革
を
要
求
し
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」（
新
し
い
基
軸
）
で

す
。
も
っ
と
も
っ
と
働
け
と
か
、
一
億
総
活
躍

と
か
。
女
性
も
も
っ
と
働
い
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
に
な
り
な
さ
い
と
い
っ
た
よ
う
に
。
つ
ま
り
、

昨
日
の
ま
ま
じ
ゃ
駄
目
な
ん
だ
と
い
う
考
え
方

で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
こ
の
役
に
立
た
な

い
人
文
系
の
学
問
な
ん
か
は
な
く
て
も
よ
ろ
し

い
と
。
こ
れ
は
完
全
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
す
。

だ
か
ら
、
勿
論
宗
教
団
体
が
や
っ
て
い
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
け
ど
、
一
種
の
宗
教
教
育
の
よ
う
な
、

グ
ロ
ー
バ
ル
宗
教
教
育
み
た
い
な
も
の
が
絶
え

ず
文
科
省
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
だ
か

ら
、
大
変
問
題
な
ん
で
す
。

島
薗
　
経
済
発
展
が
宗
教
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

塩
谷
　
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
価
値
観
の
押
し
付
け
で
す
。

固
定
し
た
価
値
観
を
押
し
付
け
る
の
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
多
様
な
価
値
を
認
め
る
よ
う
に
し

て
、
年
長
者
の
経
験
が
価
値
の
あ
る
よ
う
な
分

野
で
は
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
尊
重
す
る
し
、

む
し
ろ
若
者
が
活
か
さ
れ
る
と
い
う
分
野
で
は
、

そ
う
い
う
人
を
尊
重
す
る
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
領
域
の
様
々
な
部
分
で
、
多
様
な
価
値

観
が
共
存
し
合
う
よ
う
な
社
会
に
し
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

内
山
　
そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
頑
張
っ
て
イ
ノ
ベ

経
済
的
に
勝
っ
て
も

幸
せ
に
な
る
気
が
し
な
い
わ
け

な
ん
で
す
よ
ね
。
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め
て
い
け
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
な
か
な

か
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
が
、
難
し
い
と
こ
ろ

な
の
で
す
ね
。

藤
木
　
塩
谷
先
生
は
秩
父
今
宮
神
社
の
宮
司
で
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
若
い
方
が
よ
く
参
拝
に
来

ら
れ
る
そ
う
で
す
ね
。

塩
谷
　
若
い
方
は
多
い
で
す
ね
。
最
近
、
特
に
多
い
で

す
。
お
詣
り
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
神
道
の
信

者
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
何
と
な
く
あ
そ

こ
に
行
く
と
気
持
ち
が
い
い
と

か
、
良
い
「
気
」
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
か
、
そ
う
い
う

こ
と
で
皆
さ
ま
、
い
ら
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
秩
父
と
い
う
と
、

ひ
と
昔
前
は
割
と
ご
高
齢
の

方
々
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
は
本
当
に
若
い
方
た
ち
が
増

え
ま
し
た
。

島
薗
　
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

塩
谷
　
そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
必
ず
し
も
パ
ワ
ー
ス
ポ

ッ
ト
と
し
て
何
か
を
追
い
求
め
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
何
と
な
く
宗
教
的
な
に
お

い
の
す
る
空
間
の
心
地
よ
さ
の
よ
う
な
も
の
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
感
じ
た
り
、
そ
こ
で
に
お
い

だ
け
は
嗅
ぎ
た
い
と
。
で
も
、
深
く
ま
で
は
入

り
た
く
は
な
い
と
い
う
方
に
と
っ
て
、
神
社
と

い
う
の
は
割
と
訪
れ
や
す
い
空
間
な
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

藤
木
　
先
ほ
ど
も
お
話
に
出
た
「
居
心
地
の
よ
さ
」
を

求
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
多
い
の
で
す
ね
。

多
く
の
仏
教
寺
院
も
、
そ
の
空
気
を
提
供
し
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
最
後
に
本
日

の
ま
と
め
と
し
て
ご
意
見
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

塩
谷
　
私
は
、
憲
法
と
い
う
も
の
を
見
直
す
こ
と
自
体

は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何

の
た
め
に
憲
法
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の

根
本
か
ら
、
国
民
一
人
一
人
が
考
え
る
べ
き
だ

と
思
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
宗
教
の
教
団
に
属

し
て
い
る
人
は
、
う
ち
の
教
団
は
ど
う
考
え
て

い
る
ん
だ
ろ
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
目
が
い
っ

て
し
ま
っ
て
、
教
団
の
上
の
人
が
言
っ
て
い
る

こ
と
に
そ
の
ま
ま
従
う
傾
向
が
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
社
会
を
よ

内
山
　
特
に
日
本
を
見
て
い
る
と
、
宗
教
と
し
て
は
衰

退
し
て
き
た
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
た
だ
、
信
仰
自
体
は
む
し
ろ
復
活
し
て

き
た
感
が
あ
り
ま
す
。
信
仰
の
中
で
昔
大
事
に

し
て
い
た
よ
う
な
こ
と
を
、
や
っ
ぱ
り
大
事
に

し
て
い
こ
う
と
い
う
雰
囲
気
で
す
ね
。
日
本
で

し
た
ら
、
先
ほ
ど
も
話
し
た
、
一
種
の
自
然
信

仰
的
な
も
の
な
ど
も
入
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

藤
木
　
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

内
山
　
そ
の
点
で
は
、
信
仰
は
む
し
ろ
裾
野
を
広
げ
て

い
る
と
い
う
感
じ
が
私
に
は
す
る
の
で
す
が
、

そ
れ
が
組
織
的
な
宗
教
と
い
う
話
に
な
る
と
、

み
ん
な
は
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
方
向
に
生
き
て

い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

藤
木
　
そ
う
で
す
ね
。
個
々
人
が
生
き
方
と
し
て
求
め

て
い
く
も
の
と
、
組
織
と
し
て
の
政
治
性
み
た

い
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
そ
の
辺
は
違
っ

て
き
ま
す
ね
。

内
山
　
本
来
で
言
う
と
仏
教
は
強
い
わ
け
で
す
。
仏
教

の
場
合
、
宗
教
の
信
者
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

仏
教
的
で
あ
る
と
い
う
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
い

る
わ
け
で
す
。

藤
木
　
確
か
に
。「
仏
教
的
」
で
考
え
る
と
か
な
り
の

割
合
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

内
山
　
他
の
宗
教
で
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
が
そ

れ
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
か
、
イ

ス
ラ
ム
教
も
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
信
仰
と
宗
教

信
者
が
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
る
の
で
す
。
日

本
の
場
合
だ
と
、
お
寺
で
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ

せ
い
る
方
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
寺
院
の

宗
派
の
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
の
が
普

通
な
わ
け
で
す
よ
ね
。

藤
木
　
寛
大
な
宗
教
的
風
土
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

塩
谷
　
た
だ
し
、
現
代
を
考
え
て
み
る
と
、
鷹
揚
さ
だ

け
で
な
く
、
教
団
や
組
織
な
ど
と
い
う
も
の
に

対
す
る
忌
避
感
が
結
構
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

特
に
オ
ウ
ム
真
理
教
以
降
そ
れ
が
強
く
な
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
実
際
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。「
宗
教
は
怖
さ
を
は
ら
ん

で
い
る
」、「
足
を
踏
み
入
れ
る
と
大
変
な
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
。
私
は
昭
和
四
〇

年
生
れ
で
す
が
、
我
々
の
世
代
な
ど
は
大
体
そ

う
い
っ
た
感
覚
を
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

深
入
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
あ
関
心
は
あ

る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。
そ
う
い
う
人
々

の
想
い
を
既
存
の
宗
教
教
団
が
う
ま
く
拾
い
集

何
の
た
め
に
憲
法
が
あ
る
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
の
根
本
か
ら
、

国
民
一
人
一
人
が
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。
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い
と
う
ろ
だ
ん
い
い
ば
れ
す
う
ど
は
に
る
す
く

思
と
い
い
て
し
に
発
活
を
論
議
ん
ど
ん
ど
も
で

木
藤

　
谷
塩

　

ひ
ぜ
を
と
こ
う
い
と
る
え
考
を
方
り
あ
の
法
憲

木
藤

　

薗
島

　

う
思
と
い
な
ら
な
に
対
絶
は
に
と
こ
な
い
た
み

よ
る
き
生
が
念
理
な
的
教
宗
ら
か
中
の
そ
て
し

思
と
だ
と
こ
う
い
と
る
な
も
に
め
た
の
民
国
が

木
藤

　

集
募
り
便
お

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

宮城県/村上治憲様 東京都/齋藤弘之様
東京都/鈴木江莉奈様 静岡県/木下あすか様
愛知県/黒野道子様

曹洞禅グラフ146秋号プレゼント佐々木宏幹先
生の著書『生活仏教の民俗誌』（サイン入り）は次の
方が当選されました。

今号の座談会にご出席の島薗進先生の共
著『愛国と信仰の構造』を5名の方にプレ
ゼントいたします。仏教企画(P.15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。 2019年5月末必着

『曹洞禅グラフ』№141を拝見しました。父
を89才、母を90才で亡くし、龍海院様の
お世話になりました。父の遺言（独りでは墓
に入らぬ）で、6年間お骨を預っていただき
ました。家族揃ってお参りすることもあれ
ば、息子家族がお参りすることもありまし
た。母はお寺さんの近くで育ったこともあ
り、里帰りするようでもあったようです。
　6年後、母が亡くなったときに、枕経に
かけつけてくださったお坊さんが母の名を
呼んで「タケさん、お久しぶりです」と、遺
体に声をかけてくださったのです。この一
言で悲しみが半減しました。二つのお骨を
並べて埋葬したとき、心底安心いたしまし
た。今も龍海院様に、両親の霊及び私達も
お世話になっております。

読者からのお便り 群馬県 松島惠子様

15

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5月末

菩
音
世
観
「
も
本
手
お
の
回
今

名
る
え
見
に
中
の
」
品
門
普
薩

べ
の
し
さ
を
手
の
い
救
め
つ
視

ば
す
の
力
通
神
の
薩
菩
音
観
た

具ぐ

一
切い

さ

功く

徳く
ど

慈じ

眼ん
げ

視し

衆
生

福く
ふ

聚
海い

か

無む

量

是ぜ

故こ

應う
お

頂
礼い

ら

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。
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。
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3

煩
悩
の
三
要
素
「
三
毒
」
の

う
ち
、
今
回
は
「
瞋じ

ん

」
の
説
明

を
い
た
し
ま
す
。「
瞋じ

ん

」
と
は

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
（
否
定
・
悲
観
的
）

な
感
情
、
例
え
ば
「
怒
り
・
憎

し
み
・
怖
れ
」
で
す
。
こ
れ
は

理
性
的
に
起
こ
す
も
の
で
は
な

く
、
自
己
深
層
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
種
に
触
れ
る
こ
と
で
情

じ
ょ
う

動ど
う

的て
き

に
起
こ
る
も
の
で
す
。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は
往
々

に
し
て
長
引
き
が
ち
で
す
。
そ

れ
は
自
ら
情
動
を
重
ね
続
け
て

し
ま
う
か
ら
で
す
。
最
新
の
脳

科
学
で
は
、
一
旦
起
こ
っ
た
情

動
的
感
情
は
、
理
性
に
関
与
す

る
（
脳
の
）
前ぜ

ん

頭と
う

葉よ
う

に
達
す
る

６
秒
ま
で
が
ピ
ー
ク
で
あ
り
、

さ
ら
に
情
動
に
関
与
す
る
大だ

い

脳の
う

辺へ
ん

縁え
ん

系け
い

の
自
発
的
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
誘
発
さ
れ
体
内
に
行
き
渡
り

血
流
か
ら
物
質
の
痕こ

ん

跡せ
き

が
消
え

る
ま
で
の
90
秒
で
終
わ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
本
来

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
は
自
然
に

収
ま
っ
て
い
く
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
を
阻そ

害が
い

し
て
い
る
の
は
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
を
自
覚
し

な
い
こ
と
で
、
新
た
な
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
情
動
を
起
こ
し
て
し
ま

う
自
分
自
身
な
の
で
す
。
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
情
動
の
重
な
り
を
抑お

さ

え
る
為
に
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

感
情
を
自
覚
し
善
悪
の
判
断
を

せ
ず
丁て

い

寧ね
い

に
向
き
合
い
続
け
る

こ
と
が
大
変
有
用
で
す
。
そ
の

実
践
に
よ
り
自
己
深
層
の
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
種
へ
の
思
い
や
り
が

育
ち
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（
肯
定
・
楽

観
的
）
な
感
情
、
例
え
ば
「
喜

び
・
希
望
・
安
ら
か
さ
」
が
築

か
れ
て
い
き
ま
す
。

今
回
は
、
身
体
に
関
す
る
慣

用
句
「
胸
に
手
を
当
て
る
：
自

分
を
振
り
返
る
」「
胸
を
撫な

で

下
ろ
す
：
安あ

ん

堵ど

す
る
」「
腑ふ

に

落
ち
る
：
納
得
が
い
く
」
を
禅

の
作
法
と
し
て
実
践
す
る
こ
と

で
、
各
慣
用
句
の
本
質
的
意
味

を
理
解
し
て
い
き
ま
す
。
結
果

と
し
て
瞋じ

ん

が
起
こ
ら
ず
長
引
か

な
い
自
分
が
築
か
れ
て
い
く
こ

と
で
し
ょ
う
。

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。

両手の平を左右の胸にそっ
と置きます。そして手の

平に意識を向けながら、呼吸、
心拍、皮

ひ

膚
ふ

の緊張など、触れ
ている胸部からの情報を手の
平で詳細に受け取ります。胸
部は情動的に起こる感情と直
接繋

つな

がる身体部位です。胸に
手を当てることで、今この瞬
間の感情と向き合えます。そ
して善悪の判断なく認識し続
けることで、深い呼吸と安心
感が導かれていきます。

優しくゆっくり、胸に置い
た手の平で身体を撫でて

いきます。初めは胸中心、
徐々に身体前面をまんべんな
く撫でながらお腹方向に下ろ
していきます。撫でる部位を
変えながら、触れている部分
からの情報を手の平で丁寧に
受け取っていきます。撫でる
リズム、動かし方、時間は自
由です。自らの赴くまま部位
による感覚の違いを深く体感
し認め続けることで、自然に
安堵と回復が起こります。

撫で下ろした両手の平が下
腹部周辺まできましたら

止めます。そして触れている
身体内側から沸き出る情報を、
手の平で詳細に受け取ります。
胸部は、感情に繋がる外部情
報が、ストレスとなり真っ先
に受け取られる部位です。ス
トレスに瞋

いか

らず素直に向き合
い深層意識と繋がることで、
自然に胸から腑

はらわた

まで下り定着
します。外部と内部の感情が
繋がることで、深い自己肯定
感が築かれていきます。

胸
に
手
を
当
て
る 

胸
を
撫
で
下
ろ
す

腑ふ

に
落
ち
る

「
瞋じ

ん

」
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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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

「
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
。 

仏ほ
と
けの

説と

き
た
も
う
苦く

諦た
い

は
実じ

つ

に
苦く

な
り
、

楽ら
く

な
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。 

集し
ゅ

は
真し

ん

に
是こ

れ
因い

ん

な
り
、

更さ
ら

に
異い

因い
ん

無な

し
。
苦く

も
し
滅め

っ

す
れ
ば
即す

な
わ

ち
是こ

れ
因い

ん

滅め
っ

す
、

因い
ん

滅め
っ

す
る
が
故ゆ

え

に
果か

滅め
っ

す
。 

滅め
っ

苦く

の
道ど

う

は
実じ

つ

に
是こ

れ

真し
ん

道ど
う

な
り
、
更さ

ら

に
余よ

道ど
う

無な

し
。 

世せ

尊そ
ん

、
是こ

の
諸

も
ろ
も
ろの

比び

丘く

、
四し

諦た
い

の
中な

か

に
於お

い

て
決け

つ

定じ
ょ
うし

て
疑う

た
が

い
無な

し
。 

訳世
尊
、（
た
と
え
月
を
熱
く
す
る
こ
と
が
で
き
、
…
…
前
号
）
釈
尊
が
お

説
き
く
だ
さ
っ
た
四
諦
の
教
え
は
、
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
釈
尊
が
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
こ
の
世
は
苦
で
あ
る
と

い
う
真
理
は
、
そ
の
通
り
で
す
。
決
し
て
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
渇か
つ

愛あ
い

に
よ
る
と
見
抜
か
れ
た
）
集
（
諦
）
は
、
本
当
に
苦
の
因
で
あ
り
、

他
の
因
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
が
滅
す
る
な
ら
ば
、
即そ

く

因
も
滅

す
る
の
で
す
。
原
因
が
滅
す
れ
ば
と
り
も
な
お
さ
ず
結
果
も

滅
す
る
の
で
す
。
苦
を
滅
す
る
四
諦
の
教
え
は
真
に
真
実
の

教
え
で
す
。
他
に
こ
れ
に
勝
る
教
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
尊
よ
、

此
処
に
い
ま
す
多
く
の
比
丘
た
ち
は
、
四
諦
の
教
え
を
よ
く

理
解
し
て
疑
い
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

解
説

前
号
（
１
４
７
号
）
で
も
こ
の
箇
所
は
、
解
説
い
た
し

ま
し
た
が
、
お
釈
迦
様
の
教
え
と
し
て
、
大
変
に
大
事

な
教
え
で
す
。
お
釈
迦
様
は
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

の
も
と
で
お
悟
り

を
開
か
れ
た
後
、
他
の
人
に
は
こ
の
悟
り
を
理
解
で
き

な
い
だ
ろ
う
と
、
お
考
え
に
な
り
ま
し
た
が
、
梵ぼ
ん

天て
ん

の

勧か
ん

請じ
ょ
うを
受
け
て
教
え
を
説
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
お
釈
迦
様
は
、
最
初
一
緒
に
修
行
し
た
五
比び

丘く

に

鹿ろ
く

野や

苑お
ん

で
は
じ
め
て
の
説
法
を
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
初し
ょ

転て
ん

法ぼ
う

輪り
ん

と
い
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
お
説
き
に
な

っ
た
の
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
説
か
れ
て
い
る
四し

聖し
ょ
う

諦た
い

の
教
え
で
す
。

初
め
て
の
説
法
で
も
説
か
れ
、
ま
た
入
に
ゅ
う

滅め
つ

な
さ
ろ
う

と
し
て
い
る
最さ
い

期ご

に
あ
た
っ
て
も
、
四
聖
諦
を
お
説
き

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
教
え
こ
そ
、
根
本
の
教

え
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

悟
り
の
内
容
は
四
聖
諦
で
あ
り
、
そ
の
中
の
道ど
う

諦た
い

は
、

八は
っ

正し
ょ
う

道ど
う

の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
八
正
道

の
実
践
に
よ
っ
て
、
苦
の
集じ
っ

諦た
い

は
滅
す
る
の
で
す
。

鎌
倉
時
代
に
明
み
ょ
う

恵え

上し
ょ
う

人に
ん（

一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
と

い
う
方
が
い
ま
し
た
。
幼
い
頃
に
両
親
を
亡
く
さ
れ
、

九
才
で
高た
か

雄お

の
神じ
ん

護ご

寺じ

に
入
山
な
さ
り
、
十
六
才
で
出

家
得
度
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
方
は
十
九
才
か
ら
示じ

寂じ
ゃ
くな

さ
る
頃
ま
で
『
夢
の
記
』
を
つ
け
た
こ
と
で
も
有

名
で
す
。

十
八
才
の
折
、
こ
の
『
遺ゆ
い

教き
ょ
う

経ぎ
ょ
う』
を
た
く
さ
ん
の
古

経
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
て
、
ご
自
分
は
「
釈
尊
の
遺
子
」

で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
持
ち
、
こ
の
お
経
を
持じ

経き
ょ
うと
し

て
常
に
携た
ず
さえ
て
い
た
そ
う
で
す
。　

こ
の
『
仏
遺
教
経
』

は
明
恵
上
人
の
厳
し
い
ご
修
行
の
手
引
き
書
だ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
好よ
し

み
を
貴
人
に
結
ば
ず
、
戒
を
守
り
、

欲
無
く
、
ひ
た
す
ら
に
自
ら
の
修
行
を
怠お
こ
たる

こ
と
な
く

つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
厳
し
い
修
行
の
一
端
を

示
す
「
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅
像
」
と
い
う
一
幅

が
京
都
高こ
う

山ざ
ん

寺じ

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
因ち
な

み
に

「
我
は
後
世
た
す
か
ら
ん
と
云
ふ
者
に
あ
ら
ず
。

た
だ
現
世
に
先
づ
あ
る
べ
き
や
う
に
あ
ら
ん
と

云
ふ
者
な
り
」
と
常
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。

道
元
禅
師
様
の
「
而に

今こ
ん

」
に
通
じ
る
教
え
と

思
い
ま
す
。
京
都
の
一
隅
で
お
二
人
は
出
会
っ

て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

原
文
訓
読

此こ

の
衆し

ゅ

中ち
ゅ
うに

於お
い

て
、
若も

し
所し

ょ

作さ

未い
ま

だ
弁べ

ん

ぜ
ざ
る
者も

の

は
、

仏ほ
と
けの

滅め
つ

度ど

を
見み

て
当ま

さ

に
悲ひ

感か
ん

有あ

る
べ
し
。 

若も

し
初は

じ

め

て
法ほ

う

に
入い

る
こ
と
有あ

る
者も

の

は
、
仏ほ

と
け

の
所し

ょ

説せ
つ

を
聞き

い
て
即

す
な
わ

ち
皆み

な

得と
く

度ど

す
。
譬た

と

え
ば
、
夜よ

る

電で
ん

光こ
う

を
見み

て
即す

な
わ

ち
道み

ち

を
見み

る
こ
と
を
得う

る
が
如ご

と

し
。 

若も

し
所し

ょ

作さ

已す
で

に
弁べ

ん

じ
已す

で

に

苦く

海か
い

を
度わ

た

る
者も

の

は
、
但た

だ
是こ

の
念ね

ん

を
作な

さ
ん
、
世せ

尊そ
ん

の

滅め
つ

度ど

一ひ
と

え
に
何な

ん

ぞ
疾す

み

や
か
な
る
や
と
。」

阿あ

ぬ

楼る

駄だ

、
此こ

の
語ご

を
説と

い
て
、
衆し

ゅ

中ち
ゅ
う

皆み
な

こ
と
ご

と
く
四し

聖し
ょ
う

諦た
い

の
義ぎ

を
了

り
ょ
う

達た
つ

す
と
雖い

え
ど

も
、
世せ

尊そ
ん

、
此こ

の
諸

も
ろ
も
ろ

の
大だ

い

衆し
ゅ

を
し
て
皆み

な

堅け
ん

固ご

な
る
こ
と
を
得え

せ
し
め
ん
と
欲ほ

っ

し
て
、
大だ

い

悲ひ

心し
ん

を
以も

っ

て
ま
た
衆し

ゅ

の
為た

め

に
説と

き
た
も
う
。

訳こ
の
大
衆
の
中
で
、
も
し
作
す
べ
き
事
を
、
ま
だ
終

え
て
い
な
い
者
は
、
仏
が
入
滅
な
さ
る
の
を
見
て
悲
し

む
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
初
め
て
釈
尊
の
教

え
を
聞
く
者
で
も
、
そ
の
お
説
き
に
な
る
こ
と
を
聞
け

ば
、
た
ち
ま
ち
に
皆
度す
く

わ
れ
る
の
で

す
。
譬
え
る
な
ら
ば
、
夜
で
も
稲い
な

妻ず
ま

の
光
を
見
れ
ば
、
道
が
見
え
る
よ
う

な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
作
す
べ
き

修
行
を
終
え
、
苦
し
み
を
乗
り
越
え

た
者
た
ち
で
も
、
こ
の
よ
う
に
念お
も

う

こ
と
で
し
ょ
う
。
世
尊
の
入
滅
は
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
に
疾は
や

い
の
で
あ
ろ

う
か
、
と
。」

ア
ヌ
ル
ッ
ダ
は
、
大
衆
は
皆
全
員
四

まるやま・こうがい
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訳「
修
行
者
た
ち
よ
。
悲
し
み
悩
む

こ
と
は
や
め
な
さ
い
。
も
し
、
私

が
こ
の
世
に
一
劫
の
間
、
生
き
て

い
た
と
し
て
も
、
会
う
者
は
必
ず

亡
く
な
る
の
で
あ
る
。
会
っ
た
な

ら
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
絶
対

に
な
い
の
で
あ
る
。

自
利
利
人
の
教
え
は
皆
理
解
し
て
身
に
つ
い
て
い
る
ね
。

も
し
、
私
が
長
く
こ
の
世
に
生
き
て
い
た
と
し
て
も
さ
ら
に

益
す
る
と
こ
ろ
は
無
い
の
だ
。

解
説

お
釈
迦
様
は
、
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
た
と
え
一
劫

と
い
う
永
い
間
こ
の
世
に
い
た
と
し
て
も
必
ず
滅
す
る

時
は
く
る
の
だ
よ
」
と
。
弟
子
た
ち
の
気
持
ち
を
や
わ

ら
げ
る
た
め
に
、
諄
じ
ゅ
ん

々じ
ゅ
んと

さ
と
す
親
心
で
す
。
当
時
の

弟
子
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
経
典
を
目
に
す
る
者
の
涙
を

誘
わ
な
い
で
は
お
れ
な
い
場
面
で
す
。

明
恵
上
人
も
感か
ん

涙る
い

に
む
せ
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
勿

論
仏
弟
子
の
誰
の
胸
に
も
せ
ま
る
お
言
葉
で
す
。

お
釈
迦
様
の
よ
う
な
方
は
、
神
通
力
で
お
亡
く
な
り

に
は
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
弟
子
も
い
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様
は
人
間
釈
迦
と
し
て
、

命
の
終
わ
り
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

『
法ほ

華け

経き
ょ
う』「
如に
ょ

来ら
い

寿じ
ゅ

量り
ょ
う

品ほ
ん

」
に
は
久く

遠お
ん

実じ
つ

成じ
ょ
うの
お
釈
迦

様
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
衆し
ゅ

生じ
ょ
うを
度す
く

わ
ん
が
た
め
の

故ゆ
え

に　

方ほ
う

便べ
ん

し
て
涅ね

槃は
ん

を
現あ
ら
わす
も　

し
か
も
実じ
つ

に
は
滅め
つ

度ど

せ
ず
し
て　

常つ
ね

に
此こ

こ
に
住
じ
ゅ
う

し
て
法ほ

う

を
説と

く
な
り
」
と
。

今
こ
の
世
に
あ
る
私
た
ち
も
、

肉
親
や
友
人
や
尊
敬
す
る
人
を

あ
の
世
に
お
送
り
し
て
い
ま
す

が
、
お
釈
迦
様
で
さ
え
人
間
と

し
て
命
の
終
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た

の
で
す
。

さ
て
、「
劫
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
れ
は
古
代

イ
ン
ド
人
が
考
え
だ
し
た
最
長
の
時
間
の
単
位
で
す
。

無
限
と
も
言
え
そ
う
で
す
が
、
イ
ン
ド
の
人
の
発
想
は

具
体
的
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
長
い
か
数
字
で
表
せ

る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
劫
は
四
十
三

億
二
千
万
年
に
相
当
す
る
と
い
い
ま
す
。
私
事
で
恐
縮

で
す
が
、
私
の
名
は
劫こ
う

外が
い

と
言
い
ま
し
て
、
無
限
の
時

を
超
越
す
る
と
い
う
意
味
で
、
師
匠
が
お
つ
け
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

お
釈
迦
様
は
、
四
聖
諦
の
次
に
、「
自
利
利
人
」
の

法
を
お
説
き
に
な
り
ま
す
。「
自
利
利
他
行
」
と
い
う

表
現
も
同
じ
意
味
に
な
り
ま
す
。
利
行
（
利
他
行
）、
他

の
利
に
な
る
よ
う
に
す
る
行
い
、
に
つ
い
て
は
よ
く
説

か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
自
利
は
自
ら
の
悟
り
の
た
め

に
修
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
利
人
は
他
の
人
の
た
め
に

尽
く
し
て
悟
り
に
導
く
こ
と
を
い
い
ま
す
。『
大
般
若

経
』
な
ど
種
々
の
経
典
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
利
」
は
世
俗
的
に
は
利
益
を
意
味
し
ま
す
が
、
仏
教

的
な
利
は
、
真
実
の
命
に
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。
最
期

の
時
は
近
い
の
で
す
。
誰
し
も
。　
　

聖
諦
の
教
え
を
理
解
す
る
に
到
り
ま
し
た
、
と
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
世
尊
は
、
こ
こ
に
い
る
全
て
の
大
衆
に
、
揺
る
ぎ

な
い
信
を
得
さ
せ
よ
う
と
、
大
慈
悲
心
を
も
っ
て
大
衆
の
た

め
に
さ
ら
に
お
説
き
に
な
ら
れ
た
。

解
説

「
所し
ょ

作さ

」
と
い
う
語
は
、
一
般
的
に
は
行
い
、
振
る
舞

い
な
ど
と
訳
さ
れ
ま
す
が
、
仏
教
語
と
し
て
は
、「
修

行
を
な
す
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
こ
に
い
る
仏
の
弟

子
た
ち
は
、
皆
修
行
を
積
ん
で
い
て
、
お
釈
迦
様
の
教

え
を
得
た
者
た
ち
で
す
か
ら
、
悲ひ

嘆た
ん

に
く
れ
る
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
お
釈
迦
様
の
入
滅
が
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
疾
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
思
っ
て
し

ま
う
者
も
い
る
だ
ろ
う
、
と
、
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
は
申
し
上

げ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様
は
す
で
に
八
十
才

で
す
か
ら
、
当
時
と
し
て
も
長
命
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。「
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
疾
い
」
と
受
け
取
る
の
は
、

お
釈
迦
様
は
凡
人
と
は
違
っ
て
、
長
く
お
命
が
あ
る
は

ず
だ
、
と
で
も
思
っ
て
い
た
か
、
も
し
く
は
修
行
者
た

ち
自
身
を
中
心
に
と
ら
え
て
、
ま
だ
ま
だ
お
教
え
い
た

だ
き
た
い
の
に
、
も
う
入
滅
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
と

惜
し
む
気
持
ち
か
ら
の
言
葉

に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

私
も
本
師
遷せ
ん

化げ

の
折
は
、
も

う
少
し
お
導
き
い
た
だ
き
た

か
っ
た
と
い
う
思
い
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
し
て
總
持
寺
の
副

貫
首
に
上
ら
れ
て
ま
も
な
く
で
し
た
。
は
や
二
十
三
回

忌
に
な
り
ま
す
。
も
し
、
遷
化
後
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、

「
天
に
与く
み

し
た
」
と
い
う
本
師
の
言
葉
を
受
け
取
ら
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
今
で
も
悲
嘆
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

さ
て
、
お
釈
迦
様
は
、
親
切
心
を
尽
く
さ
れ
て
、
ま

も
な
く
命
が
終
わ
ろ
う
と
い
う
場
面
に
あ
っ
て
も
、
弟

子
た
ち
の
た
め
に
さ
ら
に
説
法
を
続
け
る
の
で
す
。

因
み
に
、
唐と
う

代だ
い

の
禅
僧
、
洞と
う

山ざ
ん

良り
ょ
う

价か
い

禅
師
（
八
〇
七

～
八
六
九
）
が
遷せ
ん

化げ

な
さ
る
と
き
、
大
衆
が
大
声
で
号

泣
し
た
の
で
、「
お
前
た
ち
は
困
っ
た
も
の
じ
ゃ
、
出

家
し
た
者
が
そ
う
い
う
こ
と
で
は
い
か
ん
」
と
お
っ
し

ゃ
り
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
は
ず
で
す
が
、
ま
た
生

き
返
っ
て
、
再
び
説
法
を
な
さ
り
、
八
日
目
に
つ
い
に

再
び
眼
を
つ
ぶ
ら
れ
た
、
と
い
う
話
も
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
い
か
に
弟
子
た
ち
を
導
く
こ
と
に
老ろ
う

婆ば

心し
ん

切せ
つ

を
尽

く
さ
れ
た
か
、
お
釈
迦
様
の
話
と
と
も
に
、
こ
の
逸
話

が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

原
文
訓
読

 

「
汝な

ん

等だ
ち

比び

丘く

、
悲ひ

悩の
う

を
懐い

だ

く
こ
と
勿な

か

れ
。
若も

し
我わ

れ
世よ

に
住じ

ゅ
う

す
る
こ
と
一い

っ

劫こ
う

す
る
と
も
、
会あ

う
も
の
は
亦ま

た

当ま
さ

に

滅め
っ

す
べ
し
。
会あ

う
て
離は

な

れ
ざ
る

こ
と
終つ

い

に
得う

べ
か
ら
ず
。
自じ

利り

利り

人じ
ん

の
法ほ

う

皆み
な

具ぐ

足そ
く

す
。
若も

し
我わ

れ
久ひ

さ

し
く
住じ

ゅ
う

す
る
と
も
更さ

ら

に
所し

ょ

益や
く

無な

け
ん
。（
以
下
次
号
） 
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こがねやま・たいげん
京都府出身。	大本山総持寺の
典座を務めた後、可睡齋典座に
就任。藤枝市	観音寺住職、精
進料理『水月庵』主宰。

精進料理教室　可睡斎にて

❶大根は皮を厚めにむいて、大
きめの輪切りにし、面をとって
おく。
❷スプーン大さじ1杯の米を加
えて、吹きこぼさないように注
意しながら火加減を調節し、
楊枝がすっと通るくらいに下茹
でをする。
❸昆布出汁に塩少 を々加えて薄
く味がつけ、さらにゆっくりごく
弱火で 1時間半～ 2時間ほ
ど煮込む。
❹味噌 1、砂糖 1を混ぜ、昆
布出汁でのばし、すりごまを加
えて味噌ダレをつくる。水っぽ
くならないように柔らかさを調節
しながらのばしていく。
❺大根を器に盛ったら、味噌を
上面にかけ、最後に小さく刻
んだ柚子皮を1片載せる。
❻付け合わせのブロッコリーは塩
ゆでにし、色が鮮やかに出て、
やわらかくなりすぎないところで
ザルに上げて冷ます。
❼シメジは細くさいて湯がき、砂
糖、醤油、酒で甘辛めに味
をつける。

　〈精進コロッケ〉
❶ジャガイモを茹で、熱いうちに
かわをむいて潰しておく。
❷椎茸は甘辛に煮ておき、小
口に刻む。
❸蓮根は輪切りにして茹で、ザ
ルに上げて粗熱をとったら、
椎茸よりやや大きめ、食感を
感じる程度の大きさに刻む。
❹コーンは茹でた後一粒ずつに
なるように芯からはがしておく。
缶詰を代用してもよい。
❺①～④を混ぜ、ゴルフボール
よりやや大きい程度に丸めてバ
ットに並べる。
❻薄力粉と米粉を半量ずつ混
ぜ、水で溶いたものに⑤をくぐ
らせ、パン粉をまぶして170℃
の油でからりと揚げる。
　
〈納豆揚〉
❶摺った大和芋に引き割り納豆
とすりごま、塩を加えてよく混ぜる。
❷コロッケ⑥の水溶き粉にくぐらせ、
コロッケと同温の油で揚げる。
こんがりときつね色になったら取
り出して油をきる。

❶厚揚げは約 5センチ幅の縦
長に切り、砂糖、醤油、塩
少々、酒で味をつけただし汁
で煮込んでおく。
❷しめじ、人参の細切り、椎茸
の薄切りを茹でてザルに上げ、
鍋にだし汁、砂糖、醤油、
塩少々、酒を加えて少々煮
込む。水溶き片栗粉でとろみ
をつける。
❸①を器に盛りあんをかけて、
三つ葉の葉を載せる。

❶蓮根の皮をむき、酢水につけ
る（15分くらい）。
❷摺りおろした蓮根に、高野豆
腐を2割ほど摺って粉末状に
したもの、片栗粉を少量加え
て混ぜあわせる。
❸スプーンで１杯程度の量をすく
って丸め、165℃の油で揚げる。
きつね色になって浮き上がった
ら油からあげる。
❹砂糖、醤油、塩少々、酒を
だし汁に加え、更に酢を少々
混ぜて、水溶き片栗粉でとろ
みをつける。
❺揚がったしんじょを深めの器に
盛り、あんを張る。最後に摺
りおろした生姜を載せる。

❶キャベツは約 1センチ幅に切
り、同じ幅に切ったエリンギと
湯がく。
❷ザルに上げて水気を切ったら、
塩・黒胡椒に砂糖を少 を々加
えて和え、味を調える。

❶先にパスタを茹で始める。6分。
❷①に、斜め細切りにした大根
の皮を加え、さらに 4分茹で、
ザルに上げる。
❸ブロッコリーの茎を繊維に沿っ
て薄く切り、人参の細切りと一
緒に湯がく。

❹②と③をボウルに移し、オリー
ブオイル、砂糖、醤油、塩、
コショウで味を調える。

小皿②

精進パスタサラダ

小皿①

蓮根しんじょ

中皿

春キャベツ、
エリンギの塩胡椒がらめ

坪皿

厚揚（あんかけ）

木皿

精進コロッケ（椎茸・蓮根・コーン）
納豆揚、柿

平皿

ふろふき大根
（付合わせ：ブロッコリー・しめじ）

料理指導　静岡県袋井市  可睡斎典座 小金山泰玄老師

四季の精進料理
古
来
寺
院
で
の
修
行
僧
の
食
事
と
し
て
発
展
し

て
き
た
「
精
進
料
理
」。
健
康
志
向
の
高
ま
り
と

と
も
に
、
い
ま
多
く
の
関
心
を
集
め
て
い
ま
す
。

そ
の
や
さ
し
い
味
は
、
身
体
だ
け
で
な
く
心
も
癒

し
て
く
れ
ま
す
。

今
号
か
ら
静
岡
県
袋
井
市
、
可
睡
斎
典
座
小
金

山
泰
玄
老
師
の
ご
指
導
を
戴
き
、
ご
家
庭
で
も
お

作
り
い
た
だ
け
る
身
体
に
や
さ
し
い
料
理
を
中
心

に
、
旬
の
素
材
を
織
り
交
ぜ
た
季
節
の
精
進
料

理
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。 春



「
子
ど
も
の
居
場
所
」と「
子
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も
の
領
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」を
考
え
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増
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座
談
会	「
憲
法
改
正
の
機
運
に
あ
た
っ
て
、

		

宗
教
と
人
間
の
理
想
的
あ
り
方
を
考
え
る
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