
平成11年12月24日第三種郵便物認可（毎年1.3.6.9月の1日発行）令和2年1月1日発行　第151号　一仏両祖の教えを今に伝える

S Ō T Ō Z E N  G R A P H I C S

2020 ●冬号 No.151
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

株
式
会
社
シ
マ
ー
ズ

島
津
清
彦
社
長

ｚ
ａ
ｆ
ｕ
代
表

藤
井
隆
英
師

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

「
本
当
の
安
ら
ぎ
」を

問
い
続
け
て
い
き
た
い

 ﹇
聞
き
手
﹈藤
木
隆
宣



3 2

『
諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
、
す
な
は
ち
迷
悟
あ
り
、
修

行
あ
り
、
生
あ
り
死
あ
り
、
諸
仏
あ
り
衆
生
あ
り
』
と

御
開
山
様
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仏
法
の
現
れ

で
あ
る
と
お
示
し
の
内
に
老
衲
も
祖
山
に
居
り
て
新
年

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
も
、
世
の
皆
様
共
々
に
恙つ

つ
が

な
き
一
年
で
あ
る
こ

と
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。

仏
道
は
、
有
無
の
境
界
を
と
び
抜
け
て
而に

今こ
ん

に
現げ

ん

成じ
ょ
うし
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
去
る
年
は
懐
か
し
く

来
る
年
に
期
待
を
抱
く
は
人
間
の
性
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

御
開
山
様
は
、
こ
の
こ
と
を
『
生
も
一
時
の
く
ら
ゐ

な
り
、
死
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
。
た
と
へ
ば
、
冬
と

春
の
ご
と
し
。
冬
の
春
と
な
る
と
お
も
は
ず
、
春
の
夏

と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
』
と
示
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

去
る
年
、
来
る
年
に
心
を
う
つ
す
こ
と
よ
り
も
一
日

一
日
の
今
を
ど
う
生
き
る
か
に
全
身
心
を
打
込
ま
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

元
朝
の
坐
に
自
ら
の
姿
勢
を
正
し
、
あ
ら
た
め
て
仏

道
に
生
き
る
こ
と
を
皆
様
と
念
願
し
て
新
年
の
辞
と
い

た
し
ま
す
。

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
皆

さ
ま
の
ご
多
祥
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
、
皆
さ
ま
か
ら
の
多
大
な
る
ご
支
援
、
ご

協
力
に
よ
り
、
大
本
山
總
持
寺
中
興
石
川
素
童
禅
師 

百

回
御
遠
忌
を
無
事
に
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、「
相
承
―
―
大
い
な
る
足
音
が
き
こ
え
ま
す

か
―
―
」
と
い
う
現
在
奉
修
中
の
大
遠
忌
法
会
の
理
念

は
、
引
続
き
四
年
後
の
太
祖
瑩
山
紹
瑾
禅
師
七
百
回
大

遠
忌
に
至
る
ま
で
、
常
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
一
脈
の

本
流
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
、
玩
味
し
て
い
た
だ
く
と

共
に
、
何
卒
格
別
の
ご
芳
情
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

さ
て
年
頭
に
際
し
、「
至
道
」
と
示
し
ま
し
た
。

「
至

し（
い
）

道ど
う

無ぶ

難な
ん

　
唯ゆ

い

嫌け
ん

揀け
ん

擇じ
ゃ
く」（

無
上
の
大
道
は
難
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
た
だ
え
り
好
み
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
あ
る
）
と
い

う
『
信
心
銘
』
冒
頭
の
経
文
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
お

ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

自
己
本
位
の
見
方
だ
け
に
固
執
す
る
生
き
方
で
は
な

く
、
他
の
人
び
と
の
価
値
観
や
伝
統
・
文
化
の
ち
が
い

を
認
め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
私
た
ち
は
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

よ
く
噛
み
し
め
て
い
た
だ
き
た
い
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
い
た
し
ま
す
。

令和二年 迎 春

至し

道
ど

う

而に

今
こ

ん

現
げ

ん

成
じ

ょ

う

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



5 4東京都中央区新富「シマーズ」に於いて撮影

得度式後に撮影。この日の
清々しさは今でも忘れません

「
本
当
の
自
分
」が
動
き
始
め
た 

東
日
本
大
震
災
の
経
験

藤
木	

お
二
人
の
禅
と
の
出
会
い
、
ご
活
動
に
つ
い
て

読
者
に
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。

島
津	

現
在
私
は
、「
シ
マ
ー
ズ
」、「
ゼ
ン
テ
ク
」
と

い
う
二
つ
の
会
社
を
経
営
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
二
十
五
年
間
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。

ス
タ
ー
ツ
グ
ル
ー
プ
と
い
い
ま
し
て
、
皆
さ
ん
Ｃ
Ｍ
で

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
、「
ピ
タ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
」。
あ
の
会

社
の
社
長
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
を
七
年
前
に
退

職
し
独
立
起
業
し
ま
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
上
場
企
業
の
社
長
を
自
ら
辞
し
た
の
か

と
い
う
と
こ
ろ
を
皆
さ
ん
仰
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

東
日
本
大
震
災
が
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

わ
が
家
は
千
葉
県
の
浦
安
市
、
東
京
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。
震

災
の
影
響
で
、
自
宅
が
大
規
模
半
壊
と
い

う
認
定
を
受
け
ま
し
た
。
家
が
大
き
く
傾

斜
し
て
、
一
カ
月
以
上
の
間
、
上
下
水
道

が
完
全
に
断
水
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

私
は
仕
事
人
間
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
震
災
時
に

は
陣
頭
指
揮
を
執
っ
て
、
管
理
物
件
の
復
旧
や
お
客
さ

ま
へ
の
対
応
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
自
宅

は
傾
い
た
ま
ま
で
す
。
私
も
仕
事
の
帰
り
が
遅
く
な
っ

て
、
家
族
は
非
常
に
不
安
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
生
活
が
一
カ
月
ぐ
ら
い
続
い
た
と
き
に
、
ふ

と
思
い
ま
し
た
。
一
体
自
分
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
と
。
家
長
と
し
て
父
親
と
し
て
、
自
分
が
一
番
必

要
と
さ
れ
て
い
る
そ
の
と
き
に
、
家
族
や
地
域
に
対
し

て
は
全
く
無
力
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
を
痛
感
し
た

の
で
す
。
こ
れ
は
生
き
方
と
し
て
本
当
に
い
い
の
だ
ろ

う
か
と
。

そ
れ
と
震
災
の
半
年
後
に
、
東
北
で
親
戚
の
葬
儀
が

あ
っ
た
の
で
す
。
津
波
で
流
さ
れ
て
、
親
子
三
人
が
折

り
重
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
が
半
年
後
で
し
た
。
葬
儀

に
参
列
し
た
と
き
、
そ
れ
こ
そ
無
常
観

と
い
い
ま
す
か
、
元
気
だ
っ
た
人
生
が

一
瞬
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
実

を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
に
、
自
分

が
違
和
感
を
感
じ
た
ま
ま
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
社
長
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、

聞
き
手
　
藤
木
隆
宣
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しまづ・きよひこ
禅の心をビジネスリーダーに届
ける“ZENマインドプロデューサ
ー”前職スターツグループでは
人事部長、グループ会社２社
の社長を務める。2012年に独
立起業、株式会社シマーズ設
立とほぼ同時に出家得度してか
らは禅の心を多くのビジネスパ
ーソンに届けたいと、コンサルタ
ントや研修講師として活動。こ
れまでに延150社、3,500名
のビジネスリーダーに禅をベース
としたコンサルティング、研修を
実施している。2018年には禅
と科学とテクノロジーを融合させ、
より多くの人に禅を広めるため
株 式 会 社ZENTechを 創 業。

“世界を全機現する”をミッショ
ンに新たな活動を開始。著書に

「仕事に活きる禅の言葉」（サン
マーク出版）「翌日の仕事に差
がつく　おやすみ前の5分禅」

（天夢人）がある。

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。

ふじい・りゅうえい

株式会社シマーズ
島津清彦社長

zafu代表
藤井隆英師
インタビュー
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ビジネスリーダー向けに開催した初めての禅セミナー

得
度
式
の
夜
の
不
思
議
な
体
験

島
津	

禅
語
と
の
出
会
い
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
今
度

は
青
森
県
十
和
田
市
の
観
音
寺
の
ご
住
職
を
紹
介
し
て

戴
い
て
、
東
京
で
初
め
て
お
会
い
し
た
と
き
に
、
そ
の

場
で
「
得
度
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
申
し
出

ま
し
た
。
三
月
に
辞
め
て
四
月
に
独
立
し
、
ま
だ
二
ヵ

月
し
か
た
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

藤
木	

ご
老
師
に
そ
の
場
で
と
い
う
の
も
、

思
い
切
っ
た
行
動
で
し
た
ね
。

島
津	

得
度
と
い
う
道
が
あ
る
こ
と
は
聞

い
て
い
ま
し
た
が
、
知
識
は
何
も
あ
り
ま

せ
ん
。
で
も
私
と
し
て
は
、
最
初
か
ら
お

願
い
す
る
と
、
ど
こ
か
で
決
め
て
い
た
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
ひ
と
し
き
り
話
が

終
わ
っ
た
後
に
、
実
は
得
度
を
お
願
い
し

た
い
の
で
す
、
弟
子
入
り
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
と
申
し
ま
し
た
。
ご
住
職
は
目
を

丸
く
さ
れ
て
、
何
だ
君
は
、
と
。（
笑
）

し
ば
ら
く
沈
黙
の
時
間
が
流
れ
た
後
、
ご

住
職
は
す
ご
く
真
剣
な
表
情
で
、「
分
か

り
ま
し
た
。
お
寺
が
青
森
に
あ
っ
て
、
ち

ょ
う
ど
「
ね
ぶ
た
祭
り
」
が
あ
る
の
で
、

お
ま
つ
り
の
時
期
に
身
一
つ
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
」
と
仰
っ
て
戴
き
ま
し
た
。
初
対
面

の
私
に
何
故
お
許
し
を
く
だ
さ
っ
た
の
か

を
、
後
か
ら
お
聞
き
し
ま
し
た
ら
、「
だ

っ
て
あ
な
た
は
も
う
覚
悟
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
上
場

企
業
の
社
長
を
手
放
し
て
、
他
の
道
に
進
む
と
い
う
の

は
並
大
抵
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
」
と
仰
い
ま
し
た
。

藤
木	

ご
家
族
に
は
ご
理
解
戴
い
て
い
た
の
で
す
か
。

島
津	

事
前
に
家
内
に
相
談
し
た
ら
一
言
、「
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
？
私
は
お
経
が
好
き
だ
し
、
お
坊
さ
ん
も
好

き
だ
か
ら
」
と
言
い
ま
し
て
。「
え
っ
、
い
い
の
？
」
み

た
い
な
感
じ
で
し
た
。

藤
木　

得
度
を
受
け
ら
れ
て
い

か
が
で
し
た
か
。

島
津　

仰
っ
て
戴
い
た
と
お
り
、

私
は
身
一
つ
で
青
森
に
参
り
ま

し
て
、
得
度
式
の
前
日
に
は
ね

ぶ
た
祭
を
観
ま
し
た
。
娑
婆

（
俗
世
間
）
と
は
今
日
で
お
別
れ

だ
か
ら
、
楽
し
み
な
さ
い
と
い

う
こ
と
で
。
そ
し
て
次
の
日
剃

髪
し
、
得
度
式
で
僧
名
を
授
か

り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
写
真

を
見
ま
す
と
、
自
分
で
言
う
の

も
何
で
す
が
、
本
当
に
純
粋
な

澄
ん
だ
目
を
し
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
日
の
夜
、
広
い
お
堂
の
中

の
ち
ょ
っ
と
し
た
畳
の
間
で
一

人
布
団
に
入
っ
て
寝
て
い
た
ん

で
す
。
夜
中
の
二
時
ぐ
ら
い
に

一
度
目
が
覚
め
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、
何
か
お
母
さ
ん
の
お
な

許
容
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
己
の
中
の
「
本

当
の
自
分
」
が
異
を
唱
え
た
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。

そ
こ
か
ら
約
半
年
後
、「
自
分
の
人
生
、
死
ぬ
と
き

に
後
悔
し
た
く
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
も
っ
と
自
分
の

声
に
従
い
、
自
分
の
時
間
や
家
族
と
の
時
間
、
地
域
と

の
関
わ
り
を
大
切
に
し
て
生
き
た
い
」
と
会
社
に
無
理

を
言
い
ま
し
て
、
二
〇
一
二
年
の
三
月
末
に
退
職
さ
せ

て
戴
き
ま
し
た
。

藤
木	

社
長
職
を
お
辞
め
に
な
る
の
も
大
変
な
こ
と
と

思
い
ま
す
が
、
後
悔
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

島
津	

悔
い
は
な
い
で
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
そ
の
会
社

と
は
今
で
も
お
付
き
合
い
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
ご
縁
も

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
何
か
そ
こ
で
役
立
て
る
機

会
が
ま
た
あ
る
と
う
れ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

実
は
退
職
し
た
時
点
で
は
、
ま
だ
禅
と
関
わ
り
を
持

つ
よ
う
な
環
境
で
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後

に
、
自
分
な
り
の
経
営
や
人
材
育
成
に
関
し
て
、
こ
う

い
う
指
導
や
助
言
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
い

ろ
い
ろ
な
方
に
お
話
し
し
た
ら
、「
島
津
さ
ん
、
禅
を

さ
れ
て
い
る
の
」
と
訊
か
れ
て
驚
い
た
く
ら
い
で
す
。

藤
木	

「
禅
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
周
り
か
ら
出
て

き
た
の
で
す
か
。

島
津	

は
い
、
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
し
た
ら
禅
寺

に
行
っ
て
坐
禅
を
組
ん
で
み
よ
う
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。

何
度
か
行
く
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、「
鳥
の
声
が
鮮

や
か
に
聞
こ
え
る
な
」
と
い
う
ふ
う
に
、
少
し
ず
つ
自

分
の
感
覚
の
変
化
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
あ
る
講
座
に
出
た
と
き
に
禅
の
言
葉

（
禅
語
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、「
挨
拶
」
で
す
と
か
「
全

機
現
」
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
、

「
あ
れ
？
こ
れ
は
全
部
本
質
だ
」
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

答
え
は
こ
こ
に
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
経
営
も
人
生

も
全
て
こ
の
禅
の
教
え
の
中
に
あ
る
、
生
き
る
正
解
が

こ
の
中
に
全
部
入
っ
て
い
る
と
思
っ
た
ら
、
悩
み
に
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
の
ま
ま
、
禅
語
を
読
め
ば
迷
う
こ
と

が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
び
り
び
り
っ
と
感
じ
た
の

で
す
。
こ
れ
が
禅
語
と
の
出
会
い
で
し
た
。

ふわーっと浮いてすごく気持ちが良くて、
　赤ちゃんが何かキャッキャと笑うといいますか、
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う
な
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
育
っ
て
い

き
ま
し
た
。

藤
木	

仏
教
へ
の
ご
興
味
は
ご
自
坊
で

の
生
活
で
育
ま
れ
た
の
で
す
か
。

藤
井	

実
は
大
学
に
入
る
ま
で
興
味
を

持
た
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と

こ
ろ
で
す
。
大
学
に
入
っ
て
か
ら
普
通

に
青
春
の
悩
み
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う

い
う
も
の
が
訪
れ
て
き
て
か
ら
、
自
分

自
身
を
深
め
て
い
こ
う
と
最
初
は
西
洋
哲
学
的
な
ジ
ャ

ン
ル
の
書
籍
を
読
み
進
め
ま
し
た
。
し
か
し
最
終
的
に

腑
に
落
ち
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

私
は
、
小
学
校
の
と
き
か
ら
腰
痛
持
ち
で
し
た
。
実

際
に
身
体
に
苦
痛
を
抱
え
て
生
活
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
い
く
ら
文
字
の
上
で
安
ら
か
に
な
ろ
う
と
し

て
も
、
こ
の
腰
痛
は
治
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
れ
が

最
終
的
に
治
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
、

思
い
切
り
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え

ま
し
た
。
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
そ
う
い
う

と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
で
、
興
味
が
瞑
想
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

瞑
想
は
体
験
じ
ゃ
な
い
か
、
体
験
を
す
る
こ
と
で
、
も

っ
と
心
の
安
心
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
方
向
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
が
合
致
し
た
哲
学

と
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
を
深
め
て
い
っ
た
ら
、
答
は

「
禅
」
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
実
家
は
禅
の
、

曹
洞
宗
の
お
寺
だ
、
と
初
め
て
気
付
き
ま
し
て
。
気
付

い
て
か
ら
は
、
少
し
自
分
で
瞑
想
し
た
り
坐
禅
を
し
た

り
し
て
、
す
ご
く
修
行
に
行
き
た
く
な
っ
た
の
で
す
。

一
刻
も
早
く
。

修
行
は
岩
手
県
の
正
法
寺
に
参
り
ま
し
た
。

坐
禅
を
楽
し
く
、 

心
地
よ
く

藤
木	

島
津
さ
ん
と
は
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
出
会

わ
れ
た
の
で
す
か
。

藤
井	

二
〇
〇
五
年
ま
で
関
西
に
お
り
ま
し
て
、
そ
の

後
ご
縁
を
戴
い
て
東
京
都
八
王
子
市
の
高
乗
寺
に
勤
め
、

現
在
の
建
功
寺
（
横
浜
市
）
に
移
り
ま
し
た
。
並
行
し
て

禅
と
身
体
に
お
け
る
問
題
と
受
け
る
救
済
に
つ
い
て
の

活
動
を
進
め
て
い
き
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
し
て
、

「
禅
セ
ラ
ピ
ー
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
体
操
教
室
み
た

い
に
し
て
進
め
て
い
た
の
で
す
。

そ
こ
で
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
曹
洞
宗
が
坐
禅
を
推

奨
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
坐
禅
が
苦
し
い
、
つ
ら
い

と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
か
、
し
か
も
そ
れ
を
勧
め
る
と

い
う
の
は
間
違
い
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

か
の
中
に
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
た
の
で
す
。
ふ
わ

ー
っ
と
浮
い
て
す
ご
く
気
持
ち
が
良
く
て
、
赤
ち
ゃ
ん

が
何
か
キ
ャ
ッ
キ
ャ
と
笑
う
と
い
い
ま
す
か
、
あ
あ
い

う
感
覚
だ
っ
た
ん
で
す
。
全
て
に
守
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
。
あ
れ
？
と
思
っ
た
ら
ま
た
寝
て
い

て
、
朝
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ご
住
職

に
こ
の
こ
と
を
話
し
ま
す
と
、「
う

ん
？
あ
な
た
早
い
ね
」
と
仰
る
の
で
す
。

「
あ
そ
こ
の
絵
と
同
じ
状
態
に
な
っ
て

い
た
の
だ
よ
」
と
仰
る
方
を
見
ま
す
と
、

「
胎
蔵
曼
荼
羅
」
と
い
う
絵
が
か
か
っ

て
い
ま
し
た
。
実
に
不
思
議
な
体
験
で

し
た
。青

春
の
悩
み
と
向
き
合
っ
て 

禅
に
至
っ
た
大
学
時
代

藤
木	

藤
井
さ
ん
は
曹
洞
宗
の
お
寺
の

お
生
ま
れ
で
す
ね
。

藤
井	

は
い
。
た
だ
し
お
寺
と
申
し
ま

し
て
も
、
伽
藍
は
一
応
あ
っ
て
、
檀
家

が
全
く
な
い
お
寺
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

葬
儀
や
法
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
私
の
子
ど
も
時
代
は
、
い
わ

ゆ
る
「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
の
世
代
で
す
。

学
校
の
生
徒
も
多
く
、
働
く
ご
婦
人
方

も
増
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
お
寺

の
中
で
学
童
保
育
を
始
め
た
の
で
す
。

本
堂
前
に
遊
具
を
設
置
し
ま
し
て
。
境

内
の
出
入
り
は
自
由
で
、
週
末
に
な
る
と
学
童
保
育
は

や
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
遊
具
が
あ
る
か
ら
、
近
所
の
人

が
公
園
み
た
い
な
感
じ
で
遊
び
に
来
た
り
す
る
ん
で
す
。

私
と
し
て
は
、
あ
る
意
味
、
公
園
内
に
住
ん
で
い
る
よ

瞑想は体験じゃないか、体験をすることで、
　もっと心の安心に進んでいくという方向もあるのではないか
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ち
に
と
っ
て
の
「
本
当
の
安
ら
ぎ
」
を
問
う
て
い
く
、

自
身
の
身
体
に
問
う
、
心
を
問
う
と
い
う
こ
と
を
し
続

け
る
観
点
を
、
僧
侶
と
し
て
与
え
続
け
て
い
き
た
い
で

す
。

島
津	

私
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
新
し
い
役
割
と
い
う

の
で
し
ょ
う
か
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
い
た
か
ら
こ
そ
、

仏
教
と
の
橋
渡
し
的
な
役
割
が
、
私
に
は
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
や
禅
へ
の
ご
興
味
に

対
し
て
、
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
い
言
葉
で
伝
え
る

こ
と
で
自
分
の
道
が
広
が
っ
て
い
く
と
思
う
の
で
す
。

現
在
、
一
つ
の
流
れ
と
し
て
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
入
り
口
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
先
に
あ
る
し
っ
か
り
と
し
た
、
生
き
方
と
し
て
の
、

そ
し
て
日
常
の
生
活
に
活
か
す
「
仏
教
」
と
い
う
も
の

を
、
経
済
界
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
若
い
人
た
ち
や
女

性
、
さ
ら
に
ス
ポ
ー
ツ
界
の
方
々
に
も
、
も
っ
と
伝
え

て
い
き
た
い
で
す
。
こ
れ

ま
で
の
伝
え
方
だ
と
、
宗

教
は
堅
い
、
怖
い
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の

方
も
多
い
で
す
か
ら
。

藤
木	

禅
仏
教
を
そ
れ
ぞ

れ
の
お
立
場
で
広
め
て
い

か
れ
る
、
お
二
人
の
よ
う

な
立
ち
位
置
は
こ
れ
か
ら

と
て
も
大
事
に
な
っ
て
く

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
に
向
け
て
と
て
も

可
能
性
溢
れ
る
お
話
を
戴

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

そ
こ
で
改
め
て
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を
読
む
と
、「
坐
禅
は

安
楽
の
法
門
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。

藤
井	

こ
れ
が
坐
禅
の
本
質
な
ん
だ
と
。
本
当
に
簡
単

な
話
で
、
こ
れ
し
か
な
い
ん
だ
と
。
で
あ
る
な
ら
ば
、

坐
禅
自
体
を
親
し
く
、
そ
し
て
心
地
よ
く
し
て
も
ら
う

こ
と
、
そ
う
い
う
坐
禅
を
ど
ん
ど
ん
社
会
に
広
げ
て
い

く
こ
と
が
個
人
の
救
済
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
社
会
全
体

の
平
和
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
ふ
う
に
考
え
直
し

ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で

ｚ
ａ
ｆ
ｕ
を
作
り
ま
し
た
。

島
津	

私
は
あ
る
方
が
ｚ
ａ
ｆ
ｕ
を
紹
介
し
て
い
る
の

を
見
て
、
こ
れ
は
い
い
と
思
い
ま
し
て
、
購
入
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
ご
縁
な
ん
で
す
。

藤
井	

達
成
・
開
発
し
、
支
援
さ
れ
た
方
に
お
分
け
し

た
の
で
す
が
、
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
な
と
考
え

ま
し
た
。
売
り
切
り
で
は
な
く
て
、
継
続
的
に
販
売
し

て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
支
援
者
の
中
で
販
売
し

て
く
れ
そ
う
な
方
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
島
津
社
長
の

「
シ
マ
ー
ズ
ス
ト
ア
」
で
も
掲
載
し
て
、
取
り
扱
え
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。
ｚ
ａ
ｆ
ｕ
以
外

の
ほ
か
の
も
の
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
ち

ら
に
お
願
い
し
た
ら
や
っ
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
考
え
、
打
診
し
た
の
が
お
付
き
合
い
の
始
ま
り
で
す
。

禅
仏
教
を
伝
え
て
い
く
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ

藤
木	

藤
井
さ
ん
に
は
『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
で
も
連
載

を
戴
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
活
動
テ
ー
マ
と
申
し

ま
し
ょ
う
か
、
指
針
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

藤
井	

さ
き
ほ
ど
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
お
話
が
出
ま

し
た
が
、
坐
禅
を
す
る
と
心
が
休
ま
る
、
生
産
性
が
上

が
る
、
な
ど
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で
は
よ
く
言
い
ま
す
。

結
果
的
に
は
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は

結
果
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
坐
禅
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う

の
は
、
僧
侶
の
伝
え
方
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
私
た

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

宮城県／瀬戸 政彦　　東京都／宇津 良子
東京都／鈴木 秀子　　大阪府／泉 美枝子
長崎県／崎田 秋子

曹洞禅グラフ149号(夏号)プレゼント、大本山
總持寺後堂、前川睦生老師の公演DVD『古佛の
まねび』は次の方々が当選されました。

島津清彦氏の著書『翌日の仕事に差がつ
く お休み前の5分禅』、藤井隆英師の著
書『身体と心をととのえる禅の作法』を各
5名様にプレゼントします。仏教企画（下
記「お便り募集」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。

令和2年2月末必着

Eメールアドレス ……………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

送り先………………………………………
〒252-0116
神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
仏教企画編集部

身近な人との心温まるふれあいや本誌へ
の感想、仏教についての質問などを600
字以内でお寄せください。Eメールでも
受け付けております。

主人が癌に罹り、4月に75歳で他界しました。
お寺で頂いた『曹洞禅グラフ』で「毎日書道」が目
にとまり、応募してみました。主人の供養の為
にと思っています。書道をしていると心が落ち
着きます。

読者からのお便り� 山田節子様

お
便
り
募
集

私たちにとっての「本当の安らぎ」を問うていく、
　自身の身体に問う、心を問うということをし続ける		観点
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前
回
お
伝
え
し
た
よ
う
に
、
仏
教

の
智ち

慧え

と
は
「
物
事
を
本
質
か
ら
の

眼
で
適
時
に
判
断
し
、
自
他
と
も
が

安
ら
か
に
満
た
さ
れ
る
生
き
方
と
な

っ
て
い
く
能
力
」
で
す
。「
本
質
か

ら
の
眼
」
と
は
、
決
し
て
自
分
が
持

ち
う
る
知
識
や
思
考
、
認
識
で
き
う

る
感
覚
や
感
情
を
源
泉
に
し
た
理
解

か
ら
得
ら
れ
る
認
知
状
態
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

仏
教
に
お
け
る
「
本
質
か
ら
の

眼
」
と
は
、
自
分
の
理
解
を
超
え
、

自
分
と
他
者
と
の
境
界
を
超
え
た

「
世
界
の
成
り
立
ち
」
か
ら
得
ら
れ

る
認
知
状
態
で
す
。
こ
の
「
世
界
の

成
り
立
ち
」
の
こ
と
を
仏
教
で
は

「
法
」
と
い
い
ま
す
。
で
す
の
で
仏

法
と
は
「
仏
教
を
お
開
き
に
な
ら
れ

た
お
釈
迦
様
が
言
わ
れ
た
こ
と
」
で

は
な
く
「
お
釈
迦
様
が
解
明
さ
れ
た
、

世
界
の
成
り
立
ち
を
説
か
れ
た
内

容
」
と
な
り
ま
す
。

お
釈
迦
様
は
「
自じ

灯と
う

明み
ょ
う　

法ほ
う

灯と
う

明み
ょ
う」
と
い
う
言
葉
を
遺
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
「
自
分
を
信
じ
、
仏
法
を
探

り
続
け
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
本

来
仏
法
を
学
ぶ
と
は
、
お
釈
迦
様
に

倣
い
「
世
界
の
成
り
立
ち
」
を
解
明

し
よ
う
と
問
い
続
け
る
こ
と
な
の
で

す
。仏

法
実
践
に
お
け
る
八
つ
の
手
引

き
で
あ
る
「
八
正
道
」
の
う
ち
、「
正
し
ょ
う

思し

惟ゆ
い

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

「
正
」
と
は
、
お
釈
迦
様
の
教
え
で

あ
る
「
法
」
に
忠
実
だ
と
い
う
こ
と
。

「
思
惟
」
と
は
、「
思し

：
想
念
す
る
」

と
「
惟ゆ
い

：
深
く
考
え
る
」。
つ
ま
り

「
正
思
惟
」
と
は
「
法
」
に
向
か
う
べ

く
、
物
事
の
想
い
や
考
え
を
問
い
深

め
続
け
る
こ
と
で
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
「
聞も
ん

慧え

」
と
は

「
仏
法
を
素
直
に
聞
き
、
受
け
止
め

る
方
法
」
で
す
。
仏
教
に
お
い
て

「
素
直
に
聞
く
」
と
は
、
決
し
て
「
う

の
み
に
す
る
こ
と
」
で
な
く
「
思
惟
」

し
続
け
る
こ
と
。
で
す
の
で
「
聞
慧
」

と
は
「
世
界
の
成
り
立
ち
の
総
体
で

あ
る
、
起
こ
る
全
て
の
事
柄
を
、
理

解
の
範
疇
を
超
え
て
分
け
隔
て
な
く

受
け
入
れ
、
私
が
持
ち
う
る
丸
ご
と

の
存
在
か
ら
の
眼
で
思
惟
し
続
け
る

こ
と
」
と
な
り
ま
す
。

今
回
は
自
ら
の
声
を
思
惟
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
心
地
よ
い
声
を
探
り

癒
し
を
促
す
「
共
鳴
瞑
想
」
を
お
伝

え
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。

目をつぶり、内側に響く声を
探っていきます。各母音を

一音ずつ、低音→高音となるよ
うに発声していきます。息継ぎ
は何回行ってもよいので、同じ
母音でゆっくり音階を高めてい
きます。誰かに聞かせるために
発声するのではなく、振動が身
体の内側にどのように響いてい
るかを深く感じていきます。アイ
ウエオと順番に行い、母音や音
階、発声法による響き方の違い
を認知していきます。

胸に手を優しく置いておきま
す。①で行った認知を参

考に、各母音で数回、胸の内
側から響き手に感じる音階を探
るように発声します。各母音が
終わったら、一番響きやすかっ
た母音と音階で発声し続けます。
途中で母音や音階を変えて結
構です。胸部は内外想いの交換
を行う身体部位です。胸部への
響きを深く感じていくことで、全
ての事柄を受け入れる素養が築
かれていきます。

臍
せ い か

下辺りに手を優しく置いて
おきます。各母音で数回、

内蔵から響き手に感じる音階を
探るように発声します。各母音
が終わったら一番響きやすかっ
た母音と音階で発声し続けます。
臍下辺りの内蔵中心部は丹田と
呼ばれ、身体の重心であり、元
気と安心感の源泉です。発声に
より丹田が心地よく響くことで全
身が共鳴し、総体的な元気と安
心感が築かれ、深い癒しが促さ
れます。

響
く

感
じ
る

共
鳴
す
る

「
聞も

ん

慧え

」
と
は

123

智 慧 が 身 に つ く 禅 の 作 法

感 じ る こ と で 調 う

藤
井
隆
英
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毎
日
書
道

２
０
０
５
年（
平
成
17
年
）よ
り
14
年
間
に
わ
た
り
お

手
本
と
ご
審
査
を
賜
わ
り
ま
し
た
高
橋
秀
榮
先
生
の

ご
担
当
は
、
今
回
を
も
ち
ま
し
て
最
終
と
な
り
ま
す
。

今
号
の
毎
日
書
道
は
作
品
の
募
集
を
お
休
み
さ
せ
て

戴
き
ま
す
。
お
手
本
と
解
説
を
ご
参
考
に
な
り
、
皆

さ
ま
思
い
思
い
の
散
華
写
経
を
さ
れ
ま
す
こ
と
を
ご

期
待
申
し
上
げ
ま
す
。
尚
１
４
９
号
、
１
５
１
、
１

５
２
号
の
応
募
作
品
の
審
査
発
表
は
、
１
５
５
号

（
２
０
２
１
年
冬
・
新
年
号
）に
て
行
い
ま
す
。

毎 日 書 道 作品審査評
今回はグラフ145~148号の写経手本による95件の応募作品の中から書きぶりの素敵な作品10点を選び寸評を
添えました。甲乙つけがたい作品揃いでしたが、優秀作品の図版掲載はお二人とさせていただきました

❀
▃ 

井
上
利
子
さ
ん 

▃ 

筆
運
び
に
躍
動
感
が
あ
り
、
か
つ
優
雅
さ
が
漂
う
作
品
で
す
。

❀
▃ 

斉
藤
愛
子
さ
ん 

▃ 

筆
運
び
が
穏
や
か
で
落
ち
着
き
の
あ
る
魅
力
的
な
作
品
で
す
。

❀
▃ 

川
嶋
香
骨
さ
ん 

▃ 

筆
力
の
こ
も
っ
た
堂
々
た
る
書
き
ぶ
り
の
佳
い
作
品
で
す
。

❀
▃ 

田
中
千
春
さ
ん 

▃ 

一
定
の
習
熟
度
が
感
じ
ら
れ
る
魅
力
的
な
筆
運
び
の
作
品
で
す
。

❀
▃ 

東
安
夫
さ
ん 

▃ 

バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
整
っ
た
気
負
い
の
な
い
書
き
ぶ
り
の
作
品
で
す

❀
▃ 

福
原
の
ぶ
子
さ
ん 

▃ 

細
身
の
書
字
で
す
が
素
朴
で
気
負
い
の
な
い
作
品
で
す
。

❀
▃ 

北
目
善
一
郎
さ
ん 

▃ 

多
数
書
写
に
励
ま
れ
た
努
力
の
跡
が
あ
ら
わ
な
作
品
で
す
。

❀
▃ 

矢
田
光
恵
さ
ん 

▃ 

技
巧
を
こ
ら
さ
ず
整
然
と
書
か
れ
た
素
敵
な
作
品
で
す
。

調
和
の
と
れ
た
筆
運
び
が
好
ま
し
い

印
象
深
い
作
品
で
す
。

鈴
木
ひ
ろ
み
さ
ん

気
力
の
満
ち
た
筆
遣
い
の
迫
力
あ
る

す
ば
ら
し
い
作
品
で
す
。

山
田
貞
子
さ
ん

高
橋
秀
榮
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⿎

写
経
と
い
え
ば
『
般
若
心
経
』
を
連
想
さ

れ
る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。『
般
若
心

経
』
と
い
う
経
名
は
い
ま
や
多
く
の
人
び
と

に
知
ら
れ
、「
ギ
ャ
ー
テ
イ
、
ギ
ャ
ー
テ
イ
、

ハ
ー
ラ
ギ
ャ
ー
テ
イ
」
の
呪
文
と
と
も
に
な

じ
み
深
い
お
経
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
仏
教
書
に
「
般
若
心
経
は
六
百

軸
の
肝
心
に
し
て
、
一
紙
十
七
行
、
皆
な
空

を
演
ぶ
る
也
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

般
若
心
経
は
『
大
般
若
経
』
六
百
巻
の
経
旨

を
二
六
二
字
に
要
約
し
た
お
経
で
す
。
一
時

間
ほ
ど
の
ほ
ど
よ
い
時
間
で
書
き
上
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
旅
先
で
立
ち
寄
っ
た

お
寺
の
一
室
で
写
経
に
取
り
組
み
、
心
の
静

ま
り
や
安
ら
ぎ
を
体
験
さ
れ
る
方
も
少
な
く

な
い
よ
う
で
す
。
筆
者
も
時
折
、『
般
若
心

経
』
を
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
一
行
十

七
文
字
の
字
配
り
で
、
二
行
、
三
行
、
四
行

と
書
い
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
心
が
落
ち

着
い
て
く
る
感
触
を
実
感
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
気
分
は
な
ん
と
も
心
地
よ
い
も

の
で
す
。

⿎

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
三
回
程
度
で
す
が
、

親
類
縁
者
が
亡
く
な
っ
た
時
、『
般
若
心
経
』

を
写
経
し
、
お
通
夜
の
祭
壇
に
飾
り
、
出
棺

の
際
に
生
花
と
と
も
に
棺
の
中
に
納
め
た
経

験
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
半
紙
一
枚
の
写

経
を
冥
途
の
旅
の
伴
に
棺
の
中
に
納
め
る
の

も
い
い
が
、
散
華
に
「
空
」
や
「
無
」
の
文
字
、

あ
る
い
は
「
究
竟
涅
槃
」
な
ど
の
文
字
を
書

い
て
、
生
花
と
と
も
に
棺
の
中
に
納
め
て
あ

げ
た
ら
遺
族
に
喜
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

善
根
功
徳
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

巡
ら
し
て
い
ま
す
。
今
は
自
分
自
身
が
死
去

し
た
と
き
、
棺
の
中
に
納
め
て
も
ら
い
た
い
、

と
思
っ
て
、
自
ら
私
製
の
散
華
に
経
文
を
書

き
た
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

⿎

筆
者
は
こ
れ
ま
で
奈
良
や
京
都
は
じ
め
各

地
の
寺
院
を
参
詣
し
、
旅
の
記
念
に
と
散
華

を
買
い
求
め
て
き
ま
し
た
。
散
華
は
蓮
の
花

び
ら
の
形
を
し
た
和
紙
の
造
花
で
す
が
、
絵

柄
は
い
ろ
い
ろ
で
、
興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。

表
面
に
は
仏
像
や
飛
天
や
四
季
の
花
々
が
描

か
れ
、
裏
面
に
は
お
寺
の
名
前
が
書
か
れ
て

い
ま
す
の
で
、
散
華
の
図
柄
を
鑑
賞
愛
玩
す

る
愉
し
み
も
あ
り
、
時
々
、
思
い
出
し
て
散

華
の
図
柄
を
眺
め
て
、
気
分
を
ほ
ぐ
し
て
い

ま
す
。

⿎

今
回
、
筆
者
が
お
手
本
に
と
思
っ
て
参
考

ま
で
に
書
写
し
た
「
散
華
写
経
」
の
図
版
を

ご
覧
下
さ
い
。
以
前
、
あ
る
お
寺
で
入
手
し

た
散
華
を
書
道
半
紙
の
上
に
置
き
並
べ
、
散

華
の
周
り
を
鉛
筆
で
写
し
取
っ
た
花
び
ら
の

中
に
四
字
の
経
文
を
書
写
し
た
も
の
で
す
。

散
華
に
は
「
観
自
在
」
の
三
文
字
で
も
「
色

即
是
空
」
の
四
文
字
で
も
よ
し
、
気
に
入
っ

た
文
句
を
選
ん
で
写
経
さ
れ
る
と
よ
ろ
し
い

で
し
ょ
う
。
四
文
字
だ
け
で
は
物
足
り
な
い

と
思
わ
れ
る
方
は
、
散
華
の
表
面
に
薄
く
二

本
、
あ
る
い
は
三
本
の
罫
線
を
引
き
、
そ
の

行
間
に
経
文
を
書
き
写
さ
れ
る
と
い
い
で
し

ょ
う
。
臨
機
応
変
に
変
化
を
つ
け
て
写
経
さ

れ
る
と
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

⿎

散
華
は
奈
良
や
京
都
の
お
寺
で
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
し
、
最
近
は
和
紙
を
専
門
に

取
り
扱
う
お
店
で
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
で
も
私
製
の
散
華
を
つ
く
り
、
罫
線
を

引
き
、
線
内
に
経
文
を
書
き
写
す
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。
ま
た
散
華
写
経
は
二
六
二
文

字
の
全
文
写
経
と
比
べ
て
、
比
較
的
、
時
間

的
に
も
ゆ
と
り
が
得
ら
れ
ま
す
し
、
堅
苦
し

く
な
く
写
経
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で

す
。
一
枚
の
散
華
に
一
字
、
二
字
、
四
字
程

度
の
経
文
を
て
い
ね
い
に
書
写
さ
れ
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

⿎

散
華
写
経
に
ふ
さ
わ
し
い
経
文
は
『
般
若

心
経
』
に
限
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
『
延
命
十

句
観
音
経
』
や
『
舎
利
礼
文
』
な
ど
が
あ
り

ま
す
。『
般
若
心
経
』
よ
り
文
字
数
が
少
な
く
、

写
経
に
取
り
組
み
や
す
い
経
文
で
す
。

さ
て
、
今
号
を
も
ち
ま
し
て
「
毎
日
書
道
」

の
手
本
担
当
、
選
評
の
役
を
終
え
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
長
き
に
わ
た
り
ま
し
て
の
作

品
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
皆
さ

ま
ど
う
ぞ
お
健
や
か
に
書
を
お
続
け
く
だ
さ

い
ま
す
こ
と
を
ご
期
待
申
し
上
げ
ご
あ
い
さ

つ
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

散
華
写
経
の
す
す
め

高
橋
秀
榮

毎 日 書 道
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90 歳のときの写経

書
道
と
の
出
会
い
を
お
聞
か
せ
下

さ
い
。

私
は
静
岡
県
森
町
の
出
身
で
し

て
、
習
字
を
始
め
た
の
が
小
学
校

時
代
で
す
。
女
学
校
に
進
ん
で
か

ら
も
書
く
こ
と
が
好
き
で
、
書
道

も
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ご
家
族
も
皆
さ
ん
書
を
た
し
な
ま

れ
た
の
で
す
か
。

筆
で
手
紙
な
ど
を
書
く
時
代
で

し
た
か
ら
、
特
に
父
が
良
く
筆
を

執
っ
て
い
ま
し
た
。
寡
黙
な
父
で

し
た
が
書
く
こ
と
が
好
き
で
し
た

の
で
、
私
も
そ
ば
で
一
緒
に
書
き

始
め
、
段
々
に
好
き
に
な
り
ま
し

た
。
学
校
時
代
は
、
よ
く
書
け
る

と
先
生
に
褒
め
ら
れ
こ
と
が
あ
り

ま
し
て
ね
。
滅
多
に
生
徒
を
褒
め

る
こ
と
の
な
い
時
代
で
も
あ
り
ま

し
た
か
ら
、
褒
め
て
頂
く
と
と
て

も
う
れ
し
か
っ
た
想
い
出
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
書
き
た
い
と
い
う
気

持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

長
き
に
亘
っ
て
書
と
の
お
付
き
合

い
で
す
ね
。
こ
れ
か
ら
は
ど
の
よ

う
に
お
付
き
合
い
さ
れ
て
い
き
ま

す
か
。

私
も
九
十
九
歳
に
な
り
ま
し
た

か
ら
、
達
者
と
い
う
訳
に
は
参
り

ま
せ
ん
が
、
短
い
も
の
を
書
い
て

み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
あ
少
し
ず
つ
書
い
て
い
き

た
い
で
す
。

弊
誌
の
「
毎
日
書
道
」
に
い
つ
も
ご

応
募
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

書
と
は
長
い
お
付
き
合
い
を
さ
れ

て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

小
学
校
一
、
二
年
生
の
頃
で
し

た
か
、
当
時
の
学
校
の
校
長
先
生

が
お
辞
め
に
な
る
と
き
に
、「
こ

れ
か
ら
は
家
に
い
る
か
ら
、
習
字

を
習
い
に
来
な
い
か
」
と
お
っ
し

ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
父
に

相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
読
み
・
書

き
・
そ
ろ
ば
ん
は
大
切
だ
か
ら
や

っ
て
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
大
人
の
中
に
混
ざ
っ
て

お
教
室
に
通
い
ま
し
て
、
そ
れ
は

懇
切
丁
寧
に
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

そ
の
後
社
会
に
出
て
か
ら
も
、
職

場
に
書
道
の
ク
ラ
ブ
が
あ
り
、
続

け
る
き
っ
か
け
が
で
き
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
方
に
声
を
か
け
て

頂
い
た
り
、
続
け
る
環
境
が
あ
っ

た
の
は
と
て
も
あ
り
が
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

今
、
書
道
に
感
じ
て
ら
っ
し
ゃ
る

生
き
が
い
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

書
い
て
い
る
と
心
の
中
の
モ
ヤ

モ
ヤ
し
た
も
の
が
な
く
な
っ
て
き

て
、
す
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。
筆

を
持
っ
て
一
心
に
半
紙
に
向
か
っ

て
い
る
と
心
が
空
っ
ぽ
に
な
る
感

じ
を
持
つ
と
き
も
あ
り
ま
す
。
自

身
の
筆
で
書
い
た
字
に
は
自
分
の

気
持
ち
が
乗
っ
か
て
い
き
ま
す
。

書
道
の
特
長
だ
と
思
い
ま
す
し
、

書
道
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。

実
は
数
年
前
に
主
人
を
亡
く
し

ま
し
た
。
心
に
ぽ
っ
か
り
と
穴
が

開
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
ど
う

生
き
て
い
け
ば
よ
い
か
と
途
方
に

暮
れ
た
、
本
当
に
つ
ら
い
時
期
で

し
た
。
そ
の
時
お
寺
様
で
頂
い
た

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
の
「
毎
日
書

道
」
を
拝
見
し
ま
し
て
、
思
い
切

っ
て
送
っ
て
み
ま
し
た
ら
、
あ
り

が
た
い
こ
と
に
選
ば
れ
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
頂
い
た
高
橋
先
生
の

「
書
の
基
本
を
踏
ま
え
た
素
直
な

書
き
ぶ
り
の
作
品
で
す
」
の
選
評

の
お
言
葉
が
、
今
も
私
を
励
ま
し

て
く
れ
て
い
ま
す
。「
書
が
私
を

育
て
て
く
れ
た
」
と
思
っ
て
い
ま

す
。今

、
本
格
的
に
教
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
デ
イ
・

ホ
ー
ム
や
障
が
い
者
施
設
で
、
皆

さ
ん
と
一
緒
に
書
き
続
け
て
い
ま

す
。
私
は
書
に
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
か
ら
、
書
を
通
じ
て
、
今
度

は
恩
返
し
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。

取
材
・
世
田
谷
区
福
昌
寺
に
於
い
て

書
を
通
じ
て

　
恩
返
し
を
し
て

い
き
た
い
で
す
　

東
京
都
　
鈴
木
ひ
ろ
み
さ
ん

東
京
都
に
お
住
い
の
鈴
木
ひ
ろ
み
さ
ん
は
、

今
回「
毎
日
書
道
」の
ご
担
当
の
最
終
回
を
迎
え
ら
れ
た

高
橋
秀
榮
先
生
の
選
評
の
お
言
葉
に
励
ま
さ
れ
て

人
生
を
歩
ん
で
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

今
年
九
十
九
歳
の
白
寿
を
迎
え
ら
れ
た
福
井
せ
つ
さ
ん
は
、

現
在
東
京
都
多
摩
市
の
高
齢
者
住
宅
で

お
元
気
に
暮
ら
し
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
昔
に
比
べ
る
と
書
か
な
く
な
り
ま
し
た
」と
謙
遜
さ
れ
ま
す
が
、

今
も
書
の
道
具
を
お
持
ち
で
、

書
き
た
い
お
気
持
ち
に
お
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

百
歳
を
こ
え
て
も

　
　
書
く
気
持
ち
を

  

も
ち
続
け
た
い
で
す

神
奈
川
県
　
福
井
せ
つ
さ
ん
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挿
絵  

長
谷
川
葉
月

と
尋た
ず

ね
ま
し
た
。

す
る
と
道
怤
禅
師

は
「
あ
る
」
と
答

え
た
。
ま
た
そ
の

修
行
僧
は
さ
ら
に

「
新
た
な
年
の
は

じ
め
の
仏
法
と
は
、

ど
う
い
う
も
の
で

し
ょ
う
か
」
と
。

道
怤
禅
師
は
「
新

年
お
め
で
と
う
。

万
物
す
べ
て
が
新

し
く
な
る
の
だ
」

と
答
え
ら
れ
た
。

ま
た
あ
る
時
、

そ
の
僧
は
双
泉
師

寛
禅
師
に
「
新
た

な
年
の
は
じ
め
で

す
が
、
あ
ら
た
ま

っ
た
仏
法
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
、

な
い
の
で
し
ょ
う

か
」
と
、
鏡
清
道
怤
に
尋
ね
た
同
じ
質
問
を
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
意
外
に
も
「
そ
ん
な
も
の
は
な
い
。
毎
年
、

こ
れ
は
良
い
年
だ
。
毎
日
が
こ
れ
良
い
日
で
は
な
い

か
」
と
、
答
え
ら
れ
た
。

道
元
禅
師
は
、
こ
の
問
答
に
因ち

な

ん
で
、「
も
し
誰
か
が
、

新
年
は
じ
め
に
あ
た
っ
て
仏
法
が
あ
る
の
か
と
問
う
な

ら
ば
、
あ
る
と
答
え

よ
う
。
さ
ら
に
な
ぜ

と
聞
く
も
の
が
あ
れ

ば
、
私
は
こ
う
答
え

る
。
各
々
の
方
が
た

に
は
本
当
に
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
年
も
よ
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
よ
う
に
」

と
説
か
れ
ま
し
た
。

「
明
け
る
」
と
い
う

の
は
「
明
ら
か
に
す

る
」
と
い
う
意
味
が

あ
り
ま
す
。
年
が
新

た
に
な
り
、
お
め
で

た
い
雰
囲
気
で
は
あ

り
ま
す
が
、
私
た
ち

は
目
の
前
の
こ
と
に

心
を
奪
わ
れ
が
ち
に

な
り
ま
す
。
心
の
安

ら
ぎ
を
得
る
に
は
、

物
事
の
本
質
を
明
ら

か
に
し
て
見
る
こ
と
。
お
釈
迦
さ
ま
や
祖そ

師し

が
た
の
教

説
に
し
た
が
い
、
も
の
の
道
理
を
見み

極き
わ

め
る
こ
と
で
す
。

仏
教
の
視
点
か
ら
「
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
」
を
捉と

ら

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
挨
拶
は
、
物
事
の

本
質
を
自
分
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
決
意
を

行
動
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。

松
尾
芭ば

蕉し
ょ
うの
門
下
に
越お

智ち

越え
つ

人じ
ん

と
い
う
俳
人
が
い

ま
す
。
彼
が
七
十
五
歳
を
迎
え
た
享
保
十
五
年

の
新
年
に
、「
煤す

す

は
き
て
心
の
煤
は
か
え
り
見
ず
」
と

詠
み
ま
し
た
。
年
末
に
大
掃
除
を
し
て
家
の
内
外
を
き

れ
い
に
し
た
が
、
自
分
の
心
の
煤
は
ら
い
は
し
な
か
っ

た
、
と
い
う
の
で
す
。
煤
が
心
に
た
ま
る
の
は
昔
も
今

も
同
じ
で
し
ょ
う
し
、
煤
そ
の
も
の
も
多
様
化
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
新
し

い
年
が
明
け
る
と
、

誰
で
も
「
今
年
こ

そ
は
」
と
思
い
新

た
に
、
神
仏
に
願

い
を
か
け
、
自
分

に
そ
の
決
意
を
語

り
か
け
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま

す
。
元
旦
と
大
晦

日
、
た
っ
た
一
日

の
違
い
で
す
が
、

新
年
を
迎
え
る
と
、

年
末
が
押
し
迫
っ

て
く
る
感
じ
と
は

異
な
る
気
分
に
な

る
の
で
、
本
当
に

不
思
議
で
す
。
年

末
の
あ
わ
た
だ
し

い
心
持
ち
か
ら
、
元
日
を
迎
え
た
だ
け
で
、
何
と
な
く

心
の
落
ち
着
き
を
感
じ
ま
す
。

年
明
け
の
一
月
二
十
六
日T

は
、
道
元
禅
師
が
お

生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
月
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
月
の
朝
、
修
行
し
て
い
る
多
く
の
弟
子
た
ち
と
と
も

に
坐
禅
を
し
、
そ
の
弟
子
た
ち
に
示
さ
れ
た
お
言
葉
が

伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

道
元
禅
師
は
「
今

日
は
一
年
の
初
め
で

あ
る
が
、
三
朝
の
日

で
あ
る
。
こ
の
三
つ

の
朝
と
は
、
年
始
め

の
朝
、
月
の
最
初
の

朝
、
そ
の
日
の
朝
で

あ
る
」
と
。
さ
ら
に

続
け
て
、
今
か
ら
千

年
以
上
も
前
の
こ
と

を
取
り
あ
げ
ら
れ
ま

し
た
。
鏡

き
ょ
う

清せ
い

道ど
う

怤ふ

と

双そ
う

泉せ
ん

師し

寛か
ん

と
い
う
二

人
の
禅
師
が
い
た
。

あ
る
修
行
僧
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
禅
師
に

「
新
た
な
年
の
は
じ

め
で
す
が
、
あ
ら
た

ま
っ
た
仏
法
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
、
な

い
の
で
し
ょ
う
か
」

生 活 の 中 の 仏 教

物
の
道
理
を

明
ら
か
に
す
る

久
保
田
永
俊

く
ぼ
た
・
え
い
し
ゅ
ん

１
９
７
５
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
駒
澤

大
学
仏
教
学
部
卒
業
。
中
瀧
寺
（
千
葉

県
い
す
み
市
）
住
職
。
自
死
遺
族
に
寄

り
添
う
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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る
と
こ
ろ
ま
で
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
全
体

を
含
ん
だ
と
り
く
み
を
、
私
は
「
そ
う
め

ん
流
し
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
全
プ
ロ
セ

ス
に
は
、
次
の
８
つ
の
段
階
、
課
題
が
あ

る
。
❶
伐
り
出
す
の
は
難
し
い
（
伐
る
竹

の
見
分
け
、
枝
払
い
、
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
手
際

よ
さ
）、
❷
作
る
の
は
楽
し
い
（
竹
を
割
る
、

節
を
取
る
、
筧
か
け
い

を
組
む
、
箸
や
器
を
つ
く
る
）、

❸
茹
で
上
が
る
の
が
待
ち
遠
し
い
（
そ
う

め
ん
を
茹
で
る
、
麺
汁
を
つ
く
る
、
薬
味
を
添

え
る
）、
❹
食
べ
て
美
味
し
い
、
❺
流
す

の
も
嬉
し
い
、
❻
利
用
で
き
て
頼
も
し
い

（
遊
具
や
生
活
用
具
に
活
用
、
竹
細
工
の
材
料
と

し
て
無
駄
に
し
な
い
）、
❼
片
付
け
て
清
々

し
い
（
竹
の
切
り
か
す
、
落
ち
た
そ
う
め
ん
を

片
付
け
、
証
拠
を
残
さ
な
い
）、
❽
振
り
返
っ

て
懐
か
し
い
（「
そ
う
め
ん
流
し
」
の
楽
し
さ

を
次
に
つ
な
げ
る
）

今
、
私
た
ち
の
生
活
は
実
に
便
利
だ
。

す
べ
て
が
商
品
と
し
て
用
意
さ
れ
、
至
れ
り
尽
く
せ
り
の

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
発
達
環

境
も
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
自
分
の
手
で
苦
労
し
て
、
物

を
作
る
こ
と
が
少
な
い
。
快
適
な
環
境
と
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ

ル
な
世
界
の
中
で
生
か
さ
れ
、
受
動
的
な
消
費
者
と
な
っ

て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、
楽
し
み
を
生
み
出
す
創
造
の
全

プ
ロ
セ
ス
を
体
験
さ
せ
た
い
の
だ
。

誰
か
が
作
っ
て
く
れ
た
楽
し
み
（「
流
し
そ
う
め
ん
」）
で

は
な
く
、
仲
間
と
一
緒
に
苦
労
と
工
夫
を
し
て
生
み
出
さ

す
楽
し
み
（「
そ
う
め
ん
流
し
」）
の
味
を
伝
え
た
い
の
で
あ

る
。
消
費
者
か
ら
ク
リ
エ
ー
タ
ー
（
創
造
者
）
へ
、
そ
こ
に

「『
そ
う
め
ん
流
し
』
の
子
育
て
論
」
の
ね
ら
い
が
あ
る
。

こ
の
夏
も
、「
そ
う
め
ん
流
し
」
を
楽
し
ん
だ
。
少
人

数
で
も
大
人
数
で
も
楽
し
め
、
ど
こ
で
や
っ
て
も
、
参
加

者
は
み
な
満
足
し
て
家
路
に
着
く
。
う
ち
の
子
は
「
食
が

細
く
て
」「
消
極
的
で
」
と
い
わ
れ
て
い
た
子
が
、
夢
中
で

走
り
ま
わ
っ
て
い
い
場
所
を
見
つ
け
て
、
山
盛
り
の
そ
う

め
ん
を
食
べ
る
。
流
れ
落
ち
る
そ
う
め
ん
受
け
の
笊ざ
る

の
と

こ
ろ
に
座
り
込
ん
で
、
黙
々
と
食
べ
る
子
が
い
る
の
も
ど

こ
で
も
共
通
だ
。
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
満
ち
溢
れ
、
そ

れ
を
親
た
ち
の
笑
顔
が
包
み
、
お
年
寄
り
が
目
を
細
め
る
。

「
そ
う
め
ん
流
し
」
は
日
本
の
夏
を
彩
る
優
れ
た
食
文
化

で
あ
る
。
き
れ
い
な
水
が
ど
こ
で
も
ふ
ん
だ
ん
に
手
に
入

る
こ
の
国
の
幸
せ
。
伐き

り
た
て
の
竹
の
清
涼
感
。
回
り
に

仲
間
が
い
る
の
で
、
つ
い
誘
わ
れ
、
競
っ
て
食
べ
て
し
ま

う
。
満
腹
に
な
っ
た
ら
、
流
す
役
に
回
る
と
、
こ
れ
ま
た

楽
し
い
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
親
も
一

緒
に
楽
し
め
る
し
、
そ
こ
に
参
加
し
た

人
々
の
自
然
な
交
流
が
生
ま
れ
る
。「
そ

う
め
ん
流
し
」
は
、
食
の
楽
し
み
で
あ
る

と
同
時
に
遊
び
で
あ
り
、
人
を
つ
な
ぎ
活

気
づ
け
る
祭
り
で
あ
り
、
仲
間
づ
く
り
を

生
み
出
す
総
合
的
な
文
化
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
私
は
〈『
そ
う
め
ん
流
し
』
を
体
験
し

な
い
ま
ま
日
本
の
子
ど
も
を
大
人
に
し
て
は
な
ら
な
い
〉

と
い
う
〝
学
説
〟 （「
そ
う
め
ん
流
し
」
の
子
育
て
論
）
を
持
っ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

半
分
冗
談
、
半
分
本
気
の
〝
学
説
〟
だ
が
、
注
目
し
て

い
た
だ
き
た
い
の
は
、
私
が
推
奨
し
て
い
る
の
は
、「
流

し
そ
う
め
ん
」
で
は
な
く
「
そ
う
め
ん
流
し

4

4

4

4

4

4

」
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。「
流
し
そ
う
め
ん
」
と
「
そ
う
め
ん
流

し
」
は
ど
こ
が
違
う
の
か
？
　
こ
の
区
別
は
、
私
が
勝
手

に
つ
け
た
も
の
だ
が
、〝
学
説
〟
の
核
心
部
分
を
な
し
て

い
る
の
で
、
以
下
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
記
し
て
み
よ
う
。

「
流
し
そ
う
め
ん
」
は
、
観
光
地
な
ど
に
あ
る
設
え
ら
れ

た
セ
ッ
ト
の
前
で
、
流
れ
て
く
る
そ
う
め
ん
を
掬す
く

っ
て
食

べ
て
楽
し
む
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
「
そ
う
め
ん
流
し
」
の

一
部
分
で
し
か
な
い
。
竹
薮
に
入
っ
て
竹
を
選
び
、
そ
れ

を
手
際
よ
く
伐
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
使
っ
た
竹

を
無
駄
に
し
な
い
で
、
箸は
し

と
お
椀
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
に

活
用
し
、
賑に
ぎ

わ
っ
た
会
場
を
元
通
り
に
き
れ
い
に
片
付
け

挿絵 / 長谷川葉月

楽
し
く
て 

や
め
ら
れ
な
い

日
本
の
自
然
が
生
み
出
し
た 

優
れ
た
食
文
化

　「
良
い
と
こ
取
り
」で
は
な
く 

全
プ
ロ
セ
ス
の
体
験
を 

　
消
費
者
か
ら  

　   

ク
リ
エ
ー
タ
ー
へ  

　

「そうめん流し」の
　子育て論

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 
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す
す
め	

高
橋
秀
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16

書
道
と
と
も
に
い
き
い
き
と	
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生
活
の
中
の
仏
教
―
物
の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る	

久
保
田
永
俊	

20

「
そ
う
め
ん
流
し
」の
子
育
て
論
　	

増
山	

均	
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表
紙
画
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平
川
恒
太

季
刊
「
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
」
二
〇
二
〇
年
冬
号
（
通
巻
一
五
一
号
）
令
和
二
年
一
月
一
日
発
行
（
第
三
種
郵
便
物
認
可
）　
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発
行
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藤
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宣

発
行
所
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㈲
仏
教
企
画　

〒
二
五
二
‐
〇
一
一
六　

相
模
原
市
緑
区
城
山
四
‐
二
‐
五　

電
話
〇
四
二
‐
七
〇
三
‐
八
六
四
一

http://w
w

w
.bukkyo-kikaku.com

　

│　

デ
ザ
イ
ン
＝M

alpu D
esign　

│　

印
刷
所
＝
恒
信
印
刷　

│　

定
価
二
〇
〇
円

佐
瀬
道
淳	

著

秋
葉
總
本
殿
　
可
睡
斎
刊

道なりに行く

定価:本体1,800円［税込］
（可睡斎に直接お問い合わせください）

秋葉總本殿　可睡斎
〒437-0061　静岡県袋井市久能2915-1
電話：0538-42-2121　FAX：0538-42-1429

お
問
合
せ




