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間
が
な
い
。
地
域
社
会
で
の
人
間
交
流
が
薄
れ
た
今
日
、

年
代
の
違
う
人
た
ち
が
交
わ
る
機
会
そ
の
も
の
が
減
少
し

て
い
る
。
高
齢
者
と
ま
と
も
に
話
し
た
経
験
が
な
い
学
生

も
多
い
。

そ
の
よ
う
な
時
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
市
民
と
し
て
、

学
生
が
高
齢
者
と
対
面
し
て
語
ら
う
機
会
は
新
鮮
な
時
間

と
な
る
。
雑
談
の
中
に
、
気
づ
き
と
学
び

へ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
高
齢
者
に

と
っ
て
も
、
同
じ
で
あ
る
。「
携
帯
・
ス

マ
ホ
の
使
い
方
・
付
き
合
い
方
」
が
話
題

と
な
り
、「
電
車
の
中
で
、
高
齢
者
に
席

を
譲
る
か
否
か
、
そ
の
時
の
双
方
の
思
い

い
は
い
か
に
」
が
率
直
に
語
ら
れ
る
。

回
を
重
ね
る
ご
と
に
、
話
題
は
日
本
社

会
の
歴
史
へ
と
進
み
、
社
会
の
今
を
見
つ

め
、
生
活
・
文
化
の
未
来
を
語
り
・
考
え

合
う
こ
と
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
就
職
へ

の
心
構
え
、
学
費
の
変へ
ん

遷せ
ん

、
サ
ー
ク
ル
や

ア
ル
バ
イ
ト
の
現
状
、
そ
し
て
年
金
や
介

護
問
題
へ
も
話
が
及
ぶ
。
教
え
ら
れ
た
知

識
で
は
な
く
、
目
の
前
の
「
〇
〇
さ
ん
が

直
面
し
て
い
る
人
生
の
問
題
」
と
し
て
、

リ
ア
ル
に
胸
に
迫
っ
て
く
る
。
話
題
に
事

欠
き
、
話
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
。
雑

談
の
中
に
、
問
題
発
見
へ
の
泉
が
あ
り
、

授
業
時
間
で
は
お
さ
ま
ら
ず
、
学
食
で
共

に
食
事
を
し
な
が
ら
話
は
つ
づ
く
。

「
若
者
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
た
」

「
温
泉
に
行
く
よ
り
、
若
い
人
と
の
会
話
が
楽
し
い
」
と

高
齢
者
が
語
り
、「
思
っ
て
い
た
よ
り
堅
苦
し
く
な
く
、

話
を
良
く
聴
い
て
く
れ
る
」「
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
を
使

い
こ
な
し
て
い
る
の
で
驚
い
た
」
と
学
生
が
語
る
。
世
代

間
交
流
ゼ
ミ
は
、
若
者
が
輝
き
、
高
齢
者
が
艶つ
や

め
く
貴
重

な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

大
学
の
食
堂
の
一
角
で
、
白
髪
の
高
齢
者
た
ち
と
若
い

大
学
生
た
ち
が
、
に
こ
や
か
に
語
ら
う
姿
に
出
会
う
。「
な

か
の
生
涯
学
習
大
学
生
（
高
齢
者
）」
と
「
早
稲
田
大
学
生
」

の
世
代
間
交
流
ゼ
ミ
の
終
了
後
の
風
景
で
あ
る
。
早
稲
田

大
学
の
教
員
は
七
十
歳
定
年
な
の
で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中

で
、
若
い
学
生
た
ち
が
七
十
歳
を
越
え
た
高
齢
者
と
出
会

う
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
世
代
間
交
流
ゼ
ミ
を
通
じ
て
年

代
・
世
代
を
超
え
た
貴
重
な
交
流
と
学
び
合
い
の
機
会
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
三
年
に
寿
こ
と
ぶ
き

大
学
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
「
な
か

の
生
涯
学
習
大
学
」
は
、
生
涯
教
育
・
生
涯
学
習
実
践
の

草
分
け
と
し
て
五
十
年
近
い
歴
史
を
重
ね
て
き
た
。
現
在

は
五
十
五
歳
以
上
の
区
民
を
対
象
に
し
て
、
三
年
間
の
進

級
制
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
社
会
教
育
の
市
民
講
座
で
あ

る
。
自
己
啓
発
と
生
き
が
い
・
な
か
ま
の
獲
得
、
地
域
社

会
へ
の
主
体
的
参
加
の
促
進
と
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
創
造
を
目
的
と
し
て
、
各
学
年
と
も
に
年
間
を
通
し
て

十
二
回
の
講
義
と
、
四
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
介
護
予
防
、
歴

史
・
文
化
、
多
文
化
共
生
、
世
代
間
交
流
）
が
も
た
れ
て
い
る
。

私
が
早
稲
田
大
学
に
赴
任
し
て
以
来
二
十
年
、「
世
代

間
交
流
ゼ
ミ
」
を
通
し
て
大
学
生
と
高
齢
者
の
接
点
を
広

げ
て
来
た
。
高
齢
者
、
学
生
双
方
に
人
気
が
あ
っ
て
、
今

も
続
い
て
い
る
。

ゼ
ミ
の
進
め
方
は
い
ろ
い
ろ
。「
暮
ら
し
の
変
化
、
今

昔
」
の
よ
う
に
テ
ー
マ
を
決
め
て
学
び
合
い
、
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
テ
ー
マ
を
選
ん
で
、
調
べ
学
習
を

し
て
発
表
し
合
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
今
年

は
、
敢
え
て
課
題
を
決
め
ず
に
、「
雑
談
」

を
楽
し
む
時
間
に
し
た
。

忙
し
い
現
代
社
会
、
ゆ
っ
く
り
で
き
る

時
間
は
少
な
い
。
学
校
で
も
、
職
場
で
も
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
目

的
と
課
題
が
与
え
ら
れ
た
生
活
で
埋
め
ら

れ
て
お
り
、
獲
得
目
標
や
ノ
ル
マ
を
決
め

ず
、
気き

儘ま
ま

に
、
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
む
時

挿絵 / 長谷川葉月

高
齢
者
と
大
学
生
の
出
会
い

雑
談
が
い
い
ん
で
す
。 

雑
談
で
い
い
ん
で
す
。

若
者
が
輝
き
・

高
齢
者
が
艶
め
く
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齢
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津波に流され
奇跡的にお帰りになった
お釈迦様

く
ら
い
。
後
片
付
け
を
し
て
い
た

と
こ
ろ
へ
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・

〇
の
大
地
震
で
す
。
み
な
本
堂
に

い
ま
し
た
が
揺
れ
が
も
の
す
ご
く

て
そ
こ
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
は

履
物
も
履
か
ず
に
外
に
飛
び
出
し

ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
は
津
波
が
来
る
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
揺
れ

が
凄
い
の
で
驚
い
た
だ
け
で
す
。

み
ん
な
に
「
後
片
付
け
は
い
い
か

ら
」
と
す
ぐ
に
帰
っ
て
も
ら
い
ま

し
た
。

　

私
も
自
動
車
で
徳
本
寺
に
急
い

で
戻
り
ま
し
た
。
車
内
の
ラ
ジ
オ

が
「
六
メ
ー
ト
ル
の
津
波
が
来

る
」
と
告
げ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、

一
メ
ー
ト
ル
の
津
波
は
し
ょ
っ
ち

ゅ
う
あ
り
ま
し
た
が
、
六
メ
ー
ト

ル
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。「
お
寺
が
床
下
浸
水
に
な
る

の
か
な
」
く
ら
い
に
し
か
思
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。

─
徳
泉
寺
か
ら
徳
本
寺
ま
で
は
自
動

車
で
何
分
く
ら
い
で
す
か
？

早
坂	

一
〇
分
く
ら
い
で
す
。

徳
本
寺
に
着
い
た
の
は
三
時
過
ぎ

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

想
像
で
き
な
か
っ
た	

六
メ
ー
ト
ル
の
津
波

─
早
坂
文
明
さ
ん
は
宮
城
県
山
元
町

に
あ
る
徳
本
寺
と
徳
泉
寺
の
両
方
の

住
職
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

早
坂	

は
い
。
徳
本
寺
は
二
十

五
代
目
、
徳
泉
寺
は
二
十
三
代
目

と
な
り
ま
す
。

─
そ
し
て
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一

日
の
東
日
本
大
震
災
で
被
害
に
あ
わ

れ
ま
し
た
。

早
坂	

徳
本
寺
は
海
か
ら
遠
く

高
台
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ

れ
ほ
ど
の
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、
沿
岸
部
か
ら
僅

か
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
徳
泉
寺
は
大
津
波
に
襲
わ

れ
、
ご
本
尊
・
仏
具
等
は
お
ろ
か

本
堂
も
す
べ
て
流
さ
れ
、
墓
地
も

壊
滅
状
態
。
何
も
か
も
な
く
な
り

ま
し
た
。

─
そ
の
と
き
、
早
坂
さ
ん
は
ど
こ
に

い
た
の
で
す
か
？

早
坂	

徳
泉
寺
に
い
ま
し
た
。

午
後
一
時
三
〇
分
か
ら
護
持
会
総

会
が
あ
り
、
み
ん
な
集
ま
っ
て
い

て
、
終
わ
っ
た
の
が
二
時
三
〇
分

取材　大橋博之
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が
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再建された徳泉寺本堂前に建つ東日本大震災犠牲者供養塔

─
海
か
ら
遠
い
徳
本
寺
な
の
に
近
く
ま
で

津
波
が
押
し
寄
せ
て
来
て
い
た
の
で
す
ね
。

早
坂	

そ
の
と
き
の
情
報
源
は
人
の
話

し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
防
災
無
線

は
あ
り
ま
し
た
が
、
聞
き
取
り
づ
ら
か

っ
た
で
す
。
聞
こ
え
な
い
と
い
う
地
域

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
地
震
が
来
て
す

ぐ
に
停
電
に
な
っ
た
の
で
テ
レ
ビ
も
観

ら
れ
ま
せ
ん
し
、
電
話
も
通
じ
ま
せ
ん
。

自
動
車
の
カ
ー
ラ
ジ
オ
と
人
の
話
だ
け

が
頼
り
で
し
た
。

─
こ
の
あ
た
り
で
は
ど
こ
か
に
逃
げ
る
と

は
考
え
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

早
坂	

徳
本
寺
ま
で
は
津
波
は
来
な
か

っ
た
の
で
あ
ま
り
心
配
し
て
い
な
か
っ

た
ん
で
す
。
そ
の
日
は
地
震
で
倒
れ
た

も
の
を
片
付
け
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

次
の
日
に
今
の
Ｊ
Ｒ
坂
元
駅
の
あ
る

方
ま
で
歩
い
て
行
っ
た
ら
、
あ
た
り
一

面
が
泥
水
で
瓦
礫
の
山
。
そ
の
と
き
、

事
の
大
き
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し

た
。

　

し
か
も
高
台
に
あ
る
、
避
難
所
に
な

っ
て
い
る
中
学
校
ま
で
行
っ
て
海
の
方

を
見
た
ら
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
民
家
が

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
松
林
も
な
く
な
っ
て
い

て
、
あ
た
り
一
面
が
黒
い
ヘ
ド
ロ
状
態
で
す
。
目
印

に
な
る
よ
う
な
大
き
な
家
や
木
も
な
く
な
っ
て
い
て
、

ど
こ
が
ど
こ
な
の
か
皆
目
わ
か
り
ま
せ
ん
。

─
徳
泉
寺
の
方
に
は
い
つ
、
行
か
れ
た
の
で
す
か
？

早
坂　

一
週
間
後
の
三
月
一
八
日
で
す
。
そ
の
前
に

行
っ
て
確
認
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
道
路
が
通
行

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
衛
隊
の
方
が
道
路
の
瓦
礫

を
取
り
除
い
て
く
れ
て
、
自
動
車
が
通
れ
る
よ
う
に

な
る
の
に
一
週
間
か
か
り
ま
し
た
。

　

徳
泉
寺
に
着
く
と
、
周
り
は
白
い
砂
浜
状
態
で
し

た
。
何
も
か
も
が
流
さ
れ
た
の
か
、
瓦
礫
す
ら
あ
り

ま
せ
ん
。

─
徳
泉
寺
だ
と
は
わ
か
っ
た
の
で
す
か
？

早
坂	

土
台
だ
け
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。「
こ
こ

ま
で
な
っ
て
し
ま
う
の
か
」
と
驚
き
ま
し
た
。
お
寺

が
倒
壊
し
て
い
る
と
か
で
は
な
く
、
跡
形
も
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
こ
ま
で
来
る
と
悲
し
い

な
ん
て
感
じ
は
な
く
な
っ
て
、「
よ
く
ぞ
こ
ん
な
に

ま
で
や
っ
て
く
れ
た
」
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。「
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
」
も

思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
誰
も
住
ん
で
い
な
か

っ
た
こ
と
だ
け
が
救
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

朝
か
ら
夕
方
ま
で
遺
体
安
置
所
と

火
葬
場
を
巡
る
日
々

─
檀
家
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
で
す
か
？

早
坂	

電
気
も
水
も
、
食
料
品
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

檀
家
さ
ん
は
み
な
さ
ん
避
難
所
暮
ら
し
で
し
た
。
自

分
達
の
明
日
が
ど
う
な
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
不
安

な
毎
日
で
す
。
ご
家
族
の
な
か
に
犠
牲
に
な
ら
れ
た

方
も
い
ま
す
。
誰
も
が
途
方
に
暮
れ
て
い
て
何
も
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
私
は
設
置
さ
れ
た
遺
体
安
置
所
に
行
っ

て
、
お
勤
め
を
し
て
、
火
葬
場
に
出
か
け
て
い
ま
し

た
。
そ
の
火
葬
場
も
容
量
オ
ー
バ
ー
で
、
四
月
に
は

震
災
犠
牲
者
の
火
葬
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

の
た
め
土
葬
で
の
仮
埋
葬
に
な
り
ま
し
た
。
山
元
町

だ
け
で
犠
牲
者
は
六
三
六
人
。
町
の
人
口
の
約
四
％

が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
。
徳
本
寺
の
檀
家
さ
ん
は
一

四
三
人
、
徳
泉
寺
は
七
四
人
。
二
つ
の
お
寺
で
二
一

七
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
他
市
町
の
火
葬
場
に
行

っ
た
り
、
仮
埋
葬
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
、
改
め
て
火

葬
を
し
て
落
ち
着
い
た
頃
に
葬
式
が
連
日
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

私
は
外
に
出
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
お
寺
は

妻
が
守
っ
て
い
ま
す
。
す
る
と
来
る
人
の
対
応
は
全

部
、
妻
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
毎
日
、
聞

く
の
は
辛
い
話
ば
か
り
で
す
。
明
る
い
話
な
ん
て
な

い
で
す
か
ら
。
と
に
か
く
半
端
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
で
す
。

─
楽
し
い
話
が
な
い
毎
日
で
、
ど
の
よ
う
な
お
気
持
ち
で

し
た
か
？

早
坂	

あ
ま
り
気
持
ち
を
表
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。
誰

が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
話
や
遺
体
が
見
つ
か
っ
た
と

聞
い
た
と
き
、
自
分
の
な
か
で
ど
れ
だ
け
平
静
で
い

ら
れ
る
か
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。

　

ご
遺
体
が
見
つ
か
る
と
ご
遺
族
は
喜
ぶ
の
で
す
。

何
日
も
行
方
不
明
だ
っ
た
の
が
、
ご
遺
体
が
見
つ
か

っ
て
確
実
に
身
内
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
と
、
喜

ぶ
ん
で
す
よ
。
普
通
は
亡
く
な
っ
た
方
を
見
た
ら
悲

し
み
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
あ
の
状
態
で
は
誰
も
が
喜

遺体が見つかったと聞いたとき、 自分のなかでどれだけ平静でいられるかを心がけていました
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震災の犠牲になった方々の供養が今日も続けられている

や
る
。
そ
の
気
持
ち
で
亡
く
な
っ
た
方
に
向
き
合
う
。

そ
の
こ
と
は
心
が
け
と
し
て
自
分
に
課
し
ま
し
た
。

─
一
番
、
辛
か
っ
た
こ
と
は
な
ん
で
す
か
？

早
坂　

全
部
で
す
。
比
較
し
て
差
は
付
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
あ
の
と
き
は
周
り
を
見
て
も
、「
な
ん
で
、
大

事
な
人
が
震
災
で
理
不
尽
に
亡
く
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
か
」「
こ
の
想
い
を
ど
こ
に
持
っ
て

行
け
ば
い
い
の
か
、
ど
う
受
け
入
れ
れ
ば
い
い
の

か
」
と
い
う
怒
り
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

あ
の
と
き
は
ど
の
よ
う
な
声
を
掛
け
て
も
ご
遺
族

に
響
き
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。「
も
う
少
し
時

間
が
経
て
ば
掛
け
る
言
葉
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
思
い
な
が
ら
、「
と
に
か
く
日
々
、
一
生
懸

命
に
お
勤
め
を
し
よ
う
。
そ
れ
で
ど
う
な
る
も
の
で

も
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
手
を
抜
か
な
け
れ

ば
大
丈
夫
だ
。
手
を
抜
け
ば
そ
れ
は
ご
遺
族
に
も
移

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
は
避
け
よ
う
」
と
考
え
て

い
ま
し
た
。

「
は
が
き
一
文
字
写
経
」
で

再
建
へ

─
徳
泉
寺
の
ご
本
尊
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
？

早
坂	

す
べ
て
流
さ
れ
ま
し
た
が
、
四
月
三
日
に
あ

る
檀
家
さ
ん
が
「
こ
れ
は
徳
泉
寺
の
も
の
で
し
ょ
」

と
新
聞
紙
に
く
る
ん
だ
も
の
を
持
っ
て
き
て
く
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
ご
本
尊
の
お
釈
迦
様
で
し
た
。

　

そ
れ
を
見
た
と
き
は
大
変
驚
き
ま
し
た
。
傷
は
あ

る
も
の
の
大
き
な
損
傷
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
こ
ん
な

こ
と
も
あ
る
の
か
」
と
思
っ
た
の
と
、「
こ
れ
は
な

ん
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
考
え
、
ど
ん
な

災
難
に
遭
っ
て
も
、
人
々
の
支
え
に
な
ろ
う
と
す
る

一
心
で
踏
み
止
ま
っ
た
ご
本
尊
と
し
て
「
一
心
本

尊
」
と
名
付
け
、
徳
本
寺
に
仮
安
置
し
て
毎
日
、
無

難
無
災
の
た
め
に
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

─
そ
れ
で
徳
泉
寺
を
再
建
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
す

か
？

早
坂　

い
え
、
お
盆
を
過
ぎ
る
九
月
、
一
〇
月
く
ら

い
ま
で
は
毎
日
、
忙
し
さ
に
追
わ
れ
て
再
建
と
い
う

話
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
再
建

は
し
な
い
と
い
け
な
い
と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
。

─
徳
泉
寺
は
現
在
で
も
災
害
危
険
区
域
内
に
な
っ
て
い
ま

す
。

早
坂	

そ
う
で
す
。
た
だ
し
、
人
は
住
め
な
い
け
れ

ど
、
神
社
仏
閣
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
場
は
建
て
て
も

良
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
住
職
が
住

め
な
い
と
こ
ろ
に
お
寺
を
再
建
し
て
良
い
も
の
か
と

随
分
と
悩
み
ま
し
た
。
今
は
私
が
兼
務
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
永
遠
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
別
の
場
所
に
移
転
す
る
こ
と
も
考
え
ま

し
た
。
し
か
し
、
広
い
土
地
を
購
入
す
る
と
な
る
と

資
金
も
な
く
、
現
実
的
に
は
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

た
だ
、
お
墓
は
再
建
で
き
そ
う
だ
と
解
り
ま
し
た

し
、
そ
も
そ
も
お
墓
の
側
に
お
寺
が
な
い
の
で
は
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
人
が
住

め
な
い
の
は
承
知
の
上
で
再
建
し
、
宗
教
的
な
行
事

ぶ
。
そ
の
と
き
に
私
も
一
緒
に
な
っ
て
喜
ぶ
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
感
情
を
押
し
殺
し
て
、
ど
れ
だ
け
冷

静
に
保
て
る
か
が
大
切
で
し
た
。

─
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

早
坂　

流
さ
れ
な
い
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。

通
常
、
葬
儀
は
順
序
立
て
て
行
い
ま
す
。
で
も
、
あ

の
頃
は
亡
く
な
ら
れ
た
方
も
多
い
の
で
、
順
序
立
て

て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
で
も
手
を
抜
く
こ
と
だ
け
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。「
こ
こ
で
手
を
抜
い
た
ら
、
今
ま
で
や
っ
て

き
た
こ
と
が
無
に
な
る
」
と
考
え
ま
し
た
。「
何
の

た
め
に
葬
儀
を
す
る
の
か
、
そ
れ
は
単
な
る
儀
式
で

は
な
く
、
亡
く
な
っ
た
人
を
弔
う
こ
と
で
、
後
々
、

ご
遺
族
が
後
悔
を
し
な
い
だ
め
だ
」
と
改
め
て
自
分

に
言
い
聞
か
せ
ま
し
た
。「
い
い
加
減
に
し
て
、
放

り
出
し
た
ら
ご
遺
族
だ
け
で
な
く
私
自
身
も
絶
対
に

後
悔
す
る
。
き
ち
ん
と
仏
様
に
な
る
道
を
踏
ん
で
い

た
だ
く
。
導
け
る
の
は
私
し
か

い
な
い
」
そ
う
思
い
、
流
さ
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

─
手
を
抜
く
こ
と
も
で
き
た
わ
け

で
す
よ
ね
。

早
坂	

合
同
葬
に
す
る
と
い
う

方
法
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
何

人
も
の
方
を
一
緒
に
お
弔
い
す

る
の
は
楽
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
そ
れ
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
ご
遺
族
に
と
っ
て
は
自
分

だ
け
の
大
切
な
方
で
す
。
そ
の
想
い
は
み
ん
な
同
じ

で
す
。
一
人
ひ
と
り
に
向
き
合
う
と
決
め
ま
し
た
。

　

他
に
も
手
を
抜
き
た
く
な
る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
し
た
。
例
え
ば
朝
の
お
勤
め
や
坐
禅
な
ど
で
す
。

葬
儀
以
外
の
日
課
な
ど
は
、
手
を
抜
き
た
く
な
る
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
は

避
け
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

や
れ
る
こ
と
に
限
界
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
で
き
る

こ
と
は
き
ち
ん
と
や
ろ
う
と
思
い
、
あ
ち
こ
ち
に
行

き
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
丁
寧
に
お
勤
め
を
す
る
こ

と
を
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
も
流
さ
れ
な
い
た
め
の
ひ

と
つ
の
手
立
て
だ
っ
た
の
で
す
。

─
お
忙
し
い
な
か
、
朝
の
お
勤
め
も
さ
れ
て
い
た
の
で
す

ね
。

早
坂	

ひ
と
つ
手
を
抜
く
と
「
あ
れ
も
こ
れ
も
手
を

抜
こ
う
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
毎
日
、
朝
か
ら

夕
方
ま
で
出
か
け
て
い
る
の
で
疲
れ
ま
す
。
正
直
、

朝
は
寝
て
い
た
い
。
お
勤
め
を

省
略
し
て
寝
て
い
た
方
が
身
体

は
楽
で
す
。
で
も
、
そ
う
し
て

手
を
抜
く
と
手
を
抜
く
こ
と
が

普
通
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
が
怖
か
っ
た
の

で
す
。「
手
抜
き
を
し
て
も
許

さ
れ
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
な

る
と
、
な
ん
で
も
な
し
崩
し
的

に
崩
壊
す
る
と
思
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
普
通
の
こ
と
は
普
通
に

「こんなこともあるのか」と思った
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2020年3月11日に落慶を迎える徳泉寺

支援の想いが込められた一文字を印字した木札

会
・
坐
禅
会
や
テ
レ
ホ
ン
法
話
ラ
イ
ブ
な
ど
を
連
日

催
し
て
み
な
さ
ま
に
お
参
り
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

─
新
し
い
徳
泉
寺
の
特
徴
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

早
坂	

も
と
も
と
は
ご
本
尊
を
安
置
す
る
こ
と
し
か

考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
と
発
想

が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
前
の
徳
泉
寺
は
本
堂
と
庫
裏

が
Ｌ
字
型
で
し
た
が
、
今
度
は
本
堂
と
客
殿
を
Ｉ
型

に
し
ま
し
た
。
そ
の
方
が
広
く
使
え
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、「
は
が
き
一
文
字
写
経
」
の
現
物
は
「
一
心
本

尊
」
の
下
に
納
経
し
ま
す
が
、「
被
災
地
で
使
え
る

な
ら
使
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
た
だ
い
て
い
た
、
震

災
の
前
の
大
風
で
倒
れ
た
大
本
山
永
平
寺
の
「
五
代

杉
」
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
作
っ
た
木
札
に
、「
は

が
き
一
文
字
写
経
」
で
寄
せ
ら
れ
た

文
字
を
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
で
印

字
し
て
、
都
道
県
別
に
壁
面
に
掲
示

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
私
の
写
経

も
永
六
輔
さ
ん
の
写
経
も
あ
り
ま
す
。

永
さ
ん
に
は
完
成
し
た
徳
泉
寺
を
見

て
欲
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け

は
心
残
り
で
す
。

災
害
が
来
な
い

と
い
う
保
証
は
な
い

─
今
、
日
本
は
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
災
害

に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
丈
夫
と
は

誰
も
い
え
な
い
状
態
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。
災
害
時
に
心
が
け
て
お
く
こ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う

か
？

早
坂	

こ
こ
に
し
て
も
「
も
う
こ
れ
で
災
害
が
来
な

い
」
と
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
災
害
時
の
対
応

を
常
に
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
災
害
が
あ
っ
た
と
き
の
心
の
寄
せ
方
も
常
に

想
像
し
て
お
く
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
福
島
や
岩
手
、
宮
城
な
ど
の
災
害

地
に
来
て
、
自
分
の
眼
で
見
る
こ
と
も
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
の
爪
痕
は
い
た
る
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。
一
度
で
も
ご
覧
に
な
る
と
想
像
力
が

働
き
ま
す
。

─
確
か
に
、
こ
こ
に
来
て
は
じ
め
て
「
こ
こ
ま
で
津
波
が

来
た
の
か
」
と
か
「
こ
の
高
さ
ま
で
津
波
が
来
た
の
か
」

と
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
民

家
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
本
当
に

何
も
な
い
。
お
だ
や
か
な
海
を

見
て
い
て
も
怖
く
な
り
ま
す
。

震
災
で
の
心
境
の
変
化
は
あ
り

ま
す
か
？

早
坂　

全
国
の
大
勢
の
方
か

ら
お
力
を
い
た
だ
い
て
い
る

の
で
、
逆
の
立
場
に
な
れ
ば

私
も
及
ば
ず
な
が
ら
力
を
発

揮
で
き
る
人
で
あ
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
多

く
の
方
か
ら
ご
支
援
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
よ
く
ぞ
想

や
宮
城
県
復
興
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
や
る
施

設
に
す
れ
ば
良
い
と
想
い
を
固
め
ま
し
た
。

─
再
建
の
資
金
を
集
め
る
の
は
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

早
坂	

そ
れ
で
、
震
災
か
ら
一
年
経
っ
た
二
〇
一
二

年
三
月
に
「
は
が
き
一
文
字
写
経
」
と
い
う
の
を
思

い
つ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
制
作
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
付
い
て
い
る
は
が
き
に
、
お
好
き
な
一
文
字
を
心

を
こ
め
て
写
経
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
徳
泉
寺
に

送
っ
て
い
た
だ
く
と
、
奇
跡
的
に
見
つ
か
っ
た
「
一

心
本
尊
」
を
刻
印
し
た
金
属
の
お
守
り
カ
ー
ド
を
お

送
り
す
る
と
と
も
に
、
一
口
五
〇
〇
〇
円
の
納
経
料

を
納
め
て
い
た
だ
く
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
を
再

建
の
た
め
の
資
金
に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
は
が
き
一
文
字
写
経
」
は
「
一
心
本
尊
」
の
下
に
納

経
し
、
永
代
供
養
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
で
意
義
が
あ
る
こ
と
と
思
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に

し
た
の
で
す
。

　

三
月
一
一
日
に
徳
本
寺
と
徳
泉
寺
共
催
で
「
東
日

本
大
震
災
復
興
祈
願
・
震
災
犠
牲
者
合
同
一
周
忌
法

要
」
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
タ
レ
ン
ト
で
随

筆
家
の
永
六
輔
さ
ん
（
故
人
）
が
来
て
く
れ
て
、「
は

が
き
一
文
字
写
経
」
の
第
一
号
と
し
て
「
六
」
と
い

う
文
字
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
延
べ
二

二
〇
〇
人
以
上
の
方
か
ら
賛
同
い
た
だ
き
、
現
在
も

継
続
し
て
い
ま
す
。

─
徳
泉
寺
の
再
建
は
今
、
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
で
す

か
？

早
坂	

当
初
の
予
定
よ
り
一
年
以
上
遅
れ
て
、
二
〇

一
九
年
一
二
月
二
〇
日
に
外
観
が
完
成
し
ま
し
た
。

ま
だ
内
部
の
建
具
設
置
が
遅
れ
て
い
ま
す
が
、
二
〇

二
〇
年
一
月
に
は
完
成
の
予
定
で
す
。
二
〇
二
〇
年

三
月
一
一
日
の
震
災
の
日
に
落
慶
法
要
を
行
い
、
そ

の
後
一
五
日
に
か
け
て
「
徳
泉
寺
復
興
感
謝
祭
５
Ｄ

Ａ
Ｙ
Ｓ
」
を
行
う
予
定
で
す
。
コ
ン
サ
ー
ト
・
写
経

永さんには完成した徳泉寺を見て欲しかったですね



12

復興支援のためにつくられた「まけない！タオル」

感
と
た
け
だ
た
い
て
せ
寄
を
い

な
う
ど
は
県
城
宮
の
ら
か
れ
こ
│

坂
早

 人
〇

時
日
八
月
三
年
九
一
〇
二
（

）
点

な
き
大
が
か
く
い
て
せ
さ
続
存

れ
ら
迫
が
応
対
も
て
し
と
域

　

こ
ら
か
他
は
に
め
た
の
そ

く
だ
た
い
で
ん
住
て
来
に
こ

で
の
い
い
も
で
光
観
て
め
せ

が
寺
お
な
ん
こ
に
町
な
さ
小

徳
と
寺
本
徳
て
し
と
在
存
る

い
と
な
い
良
ば
れ
あ
が
寺
泉

み
望
る
す
対
に
来
将
が
の
う

り
便
お
の
ら
か
者
読

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

青森県/佐々木稔様　　福島県/安川利子様
神奈川県/犬養敬司様　静岡県/生熊克己様

初めてお便りします。昨年菩提寺の「長学寺」護持会
で、永平寺に二泊三日で行きました。宿坊での生活で
自分を見つめる事ができ、それを漢詩で書きました。

曹洞禅グラフ150号（秋号）プレゼント、増山均先生
の著書『「幸せに生きる力」を伸ばす子育て』（サイン入
り）は次の方々が当選されました。

 群馬県 高柳 貞 様

今回の特集にご登場頂いた早坂
文明老師の著書『千話一話　
3.11その先へ』を5名の方にプ
レゼントいたします。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。
…………… 2020年5月末必着

集
募
り
便
お

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。

Eメールアドレス: fujiki@water.ocn.ne.jp

宿永平寺

玲玲月色冷青松

清淨心躯制毒龍

幽谷 深山 衆の崇ぶ所
玲玲たる月色 青松に冷ややかなり
焚香 默誦 安禪の裏
心躯を清淨して毒龍を制す

13

送り先 〒252-0113　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
 仏教企画　☎042-703-8641
締　切 2020年5月末

松山姸流先生は、埼玉県所沢市吉祥院
住職丸山劫外師のお姉さんで書家です。
これから『法華経』の「観世音菩薩普門
品偈」をお手本にお書きいただき、簡
単な和訳を丸山師にお願いします。

世せ

尊ん

そ

妙
相う

そ

具ぐに
尊
世
た
え
具
を
相
妙我が

今ん

こ

重
問ん

も

彼ぴ

す
ま
い
問
を
事
の
か
て
ね
重
は
我仏つ

ぶ

子し

何が

因ん

い

縁ん

ね

で
縁
因
の
何
は
子
の
仏）
の
こ
（名

為い

観ん

か

世ぜ

音ん

お

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

山
松

姸
流

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。
149号（2019年夏号）～152号（2020年春号）の作品をご応募の方の審査発表は、
155号（2021年冬号）にて行います。
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3

人
間
は
一
日
に
お
よ
そ
六
万
個

の
物
事
を
考
え
、
九
千
回
の
決
断

を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
「
思
慧
」
と
は
、

自お
の

ず
か
ら
興
る
こ
れ
ら
多
く
の
思

考
や
迫
ら
れ
る
判
断
を
、
智
慧
に

委
ね
る
こ
と
で
丁
寧
に
取
り
上
げ

て
適
時
に
決
断
し
て
い
く
方
法
で

す
。ま

ず
、
丁
寧
に
取
り
上
げ
る
と

は
、
仏
法
の
観
点
か
ら
、
す
べ
て

の
物
事
を
公
平
に
観
続
け
る
こ

と
」
で
す
。

「
仏
法
的
公
平
さ
」
の
基
礎
と
な

る
三
つ
の
根
本
理
念
を
「
三
法

印
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
三
つ
と

は 
❖

諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

：
物
事
は
時
間
的
概

念
を
超
え
、
変
化
や
生
滅
し
続

け
る
。

 
❖

諸し
ょ

法ほ
う

無む

我が

：
物
事
は
空
間
的
概

を
超
え
、
不
変
的
実
在
は
な
い
。

 
❖

涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う

：
物
事
は
方
向
的
概

念
を
超
え
、
常
に
調
和
状
態
で

あ
る
。

次
に
、
適
時
に
決
断
す
る
と
は
、

決
し
て
決
断
を
固
定
化
す
る
こ
と

で
は
な
く
、「
常
に
問
い
続
け
る
」

こ
と
で
す
。

「
仏
法
的
公
平
さ
」
を
「
常
に
問

い
続
け
る
」
と
は
、
自
分
の
内
側

か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
た
も
の
の

全
て
を
自
分
で
は
適
切
に
認
知
で

き
な
い
と
い
う
事
実
を
、
仏
法
の

敬
い
や
慎
み
の
源
と
し
て
詳
細
に

観
じ
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。こ

れ
ら
を
踏
ま
え
、
改
め
て

「
思
慧
」
と
は
、
決
し
て
「
思
考
要

素
を
固
定
観
念
と
し
て
取
り
上
げ
、

自
分
軸
に
よ
る
偏
見
か
ら
判
断
を

下
す
方
法
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
自
ず
か
ら
興
る
全
て
の
思
考
要

素
で
あ
る
、
感
覚
・
感
情
・
想

念
・
知
識
を
、
時
間
・
空
間
・
方

向
の
概
念
を
超
え
、
敬
虔
的
に
流

れ
ゆ
く
ま
ま
問
い
続
け
る
こ
と
で
、

自
他
の
境
界
を
超
え
た
深
い
認
知

と
適
時
の
判
断
に
繋
が
る
方
法
」

な
の
で
す
。

今
回
は
、
手
を
握
り
離
す
と
い

う
作
法
を
通
じ
、
自
ず
か
ら
興
る

深
い
感
覚
を
流
れ
ゆ
く
ま
ま
感
じ

続
け
る
こ
と
で
、
調
和
が
導
か
れ

安
ら
か
さ
を
築
く
「
握
る
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。

上半身・特に肩の力を抜き、
左手の平を上に向けて身

体の正面に楽に置きます。その
上を覆うように右手の平をそっ
と重ねます。ゆっくり息を吐きな
がら互いの手を握り合い（写真①）、
息を吸いながら離します（写真②）。
決して強く握り大きく離すのでな
く、「握り離す」ことにより興る

「握っている」「離している」時の
微細な身体感覚を深く受け取る
よう調整して手を動かします。

作法による動作と呼吸で築
かれる安らかさに委ね、内

側から湧き上がる深い感覚を、
感覚のまま判断なく丁寧に受け
取り続けます。慣れてきたら作
法は同じですが少しずつ呼吸へ
の意識を減退させ、意識を「握
り離す」動作と感受中心に。さ
らに「心地よい」を導き続け、動
作と呼吸を、常なる感受への洞
察に追随したものとなるよう、作
法と意識をシフトしていきます。

次に、息を吸いながら両手
を離す際、一旦手の平を

水平まで開き、両手の平中心部
は触れ続けたままゆっくりと180
度廻転させ、吸いきるまで動作
を一旦止めます。息を吐き始め
たら丁寧に手を握っていきます。
引き続き「心地よい」を導き続け
るよう、握る・離す・廻すという
動作と、吐く・吸うという呼吸を
調整し続けます。作法により感
受・意識が調い安らかさが築か
れます。

握
る

離
す

廻
す

「
思し

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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中村哲さんの死を悼んで
本田  徹

クナール河の一滴一滴が泪
なみだ

と化すとき

二〇〇七年ナンガルハルの宿舎で
お会いしたあなたは温顔を向けて

ゆっくり水路をめぐっていってください、
とだけ言った

苦難に満ちた大事業をなしえた男は
あくまで謙虚で寡

か

黙
もく

だった

柳の枝が川岸にそよぐその長い水路は
コーランにある天上の楽園さながらに
人びとの飢えと渇きを癒

いや

し流れ続けていた

この水路が作り出す緑
りょく

野
や

と涼しい川岸の陰は
戦火に苦しんできた何十万の人たちの

いのちの支えとなる

ハキーム中村よ
あなたの魂

こん

魄
ぱく

は永遠に
アフガンの地にとどまって
チャンバルハルの花のように

咲き続けるだろう

2019年12月4日
＊ハキーム（アラビア語で医師の意味）

係
者
に
セ
ミ
ナ
ー
を
開
き
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
中
村
医
師
が
活
動
し
て
い

た
の
と
同
じ
東
部
の
ナ
ン
ガ
ル
ハ
ル
県
（
県
都
は
ジ
ャ
ラ

ラ
バ
ー
ド
）
の
農
村
地
域
で
、
Ｊ
Ｖ
Ｃ
（
日
本
国
際
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）
と
い
う
団
体
が
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
運
営

し
て
い
て
、
私
に
医
療
活
動
の
評
価
や
助
言
を
し
て
ほ

し
い
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
セ
ミ
ナ
ー
と
合
わ

せ
て
四
週
間
ぐ
ら
い
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
が
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
農
村
部
に
中
村
さ
ん
以
外
の
日
本
人

が
入
れ
た
ほ
と
ん
ど
最
後
の
時
期
で
し
た
。
そ
の
と
き

で
も
護
衛
が
つ
い
た
り
、
検
問
の
あ
る
場
所
に
は
、
銃

を
構
え
た
人
た
ち
が
い
て
守
る
ぐ
ら
い
に
し
て
い
な
い

と
、
危
な
い
と
言
わ
れ
て
い

た
ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
機
会
に
何
と
か
中
村
さ
ん
の
活

動
地
ま
で
行
っ
て
お
会
い
で
き
ま
し
た
。

　

中
村
医
師
は
、
国
連
や
政
府
組
織
に
頼
ら
ず
に
独
立

独
歩
で
活
動
す
る
方
で
し
た
。
い
わ
ば
野
武
士
の
よ
う

な
方
で
す
。
自
分
た
ち
の
活
動
が
本
当
に
現
地
の
人
々

の
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
真
っ
先

に
逃
げ
て
し
ま
う
よ
う
な
組
織
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、

彼
は
そ
う
い
う
点
に
は
非
常
に
厳
し
か
っ
た
の
で
、
私

た
ち
に
と
っ
て
は
一
種
の
手
本
に
な
る
よ
う
な
方
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
現
地
の
人
を
絶
対
見
下
さ
な
い
、
同

じ
対
等
な
人
間
と
し
て
お
付
き
合
い
を
し
て
い
く
、
そ

う
い
う
原
理
・
原
則
を
き
ち
ん
と
守
り
ぬ
く
方
で
し
た
。

突
然
だ
っ
た 

中
村
哲
医
師
の
悲
報

藤
木	

今
回
中
村
哲
医
師
の
悲
報
に
接
し
、
本
田
先
生

に
は
追
悼
詩
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
内
容
に
込

め
ら
れ
た
お
気
持
ち
を
お
話

し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

本
田	

中
村
医
師
が
亡
く
な

ら
れ
た
の
が
（
二
〇
一
九
年
）

十
二
月
四
日
で
、
私
は
福
島

の
高
野
病
院
に
い
ま
し
た
。

最
初
撃
た
れ
た
と
い
う
第
一

報
が
入
り
、
そ
の
後
の
あ
る

新
聞
の
速
報
で
は
、「
撃
た

れ
た
が
命
に
は
別
条
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

藤
木	

そ
う
で
し
た
か
。

本
田	

そ
れ
が
、
夕
方
六
時

過
ぎ
ぐ
ら
い
に
病
院
の
宿
舎

に
帰
っ
た
ら
、「
亡
く
な
っ

た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
最
初
は
命
に
別
状
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
が
、

本
当
に
二
、
三
時
間
の
間
に

亡
く
な
っ
た
と
い
う
報
道
に

な
っ
て
、
私
は
大
変
な
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の

夜
は
寝
付
け
な
く
て
夜
中
に
起
き
出
し
、
追
悼
の
詩
の

よ
う
な
も
の
を
つ
く
れ
な
い
か
な
と
思
っ
て
し
た
た
め

た
の
が
あ
の
詩
で
す
。

　

二
〇
〇
七
年
に
私
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
行
っ
て
中

村
医
師
に
お
会
い
し
た
と
き
、
チ
ャ
ン
バ
ル
ハ
ル
の
花

と
い
う
、
黄
色
い
藤
の
花
の

よ
う
な
房
状
の
花
が
満
開
の

時
期
だ
っ
た
こ
と
を
想
い
出

し
ま
し
た
。「
チ
ャ
ン
バ
ル

ハ
ル
の
花
の
よ
う
に
あ
な
た

の
ス
ピ
リ
ッ
ト
は
生
き
続
け

る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
追
悼

の
気
持
ち
を
書
き
ま
し
た
。

紛
争
地
支
援
に 

命
を
さ
さ
げ
た
野
武
士

藤
木
　
本
田
先
生
と
中
村
医

師
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

本
田
　
私
は
た
ま
た
ま
二
〇

〇
七
年
に
、
一
つ
は
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
（
国
際
協
力
機
構
）
か
ら
、

医
療
倫
理
に
関
す
る
講
義
を

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
医
療
関

係
者
に
し
て
く
だ
さ
い
と
い

う
こ
と
で
、
首
都
の
カ
ブ
ー

ル
と
バ
ー
ミ
ヤ
ン
で
病
院
関

本田徹医師インタビュー 1

ほ
ん
だ
　
と
お
る

北
海
道
大
学
医
学
部
卒
業
。

医
師
。
青
年
海
外
協
力
隊
と

し
て
派
遣
さ
れ
る
な
ど
様
々

な
経
験
を
さ
れ
現
在
は
福
島

県
双
葉
郡
広
野
町
・
高
野
病

院
の
常
勤
医
師
、
東
京
都
台

東
区
・
山
友
会
ク
リ
ニ
ッ
ク

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
シ
ェ
ア

（
国
際
保
健
協
力
市
民
の
会
）

代
表
理
事
。

2019年12月4日、アフガニスタンの地で長年に
亘り平和に向けた活動に邁進された日本人医師・
中村哲（なかむら てつ）氏が凶弾に倒れたニュース
が日本中を駆け抜けました。悲報に接し、中村医
師と交流のあった本田徹医師にお話を伺いました。

アフガンの
　 地に殉じた
中村哲医師を
偲んで

▶
ド
ヤ
街
へ
の
往
診
　
肝
臓
病
の
Ｙ
さ
ん
宅

　
本
田
徹
医
師
と
鵜
沢
看
護
師
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チャンバルハルの花

山友クリニックでの診察風景　1985年

山友クリニックにて本田徹医師と看護スタッフの皆さん

イ
ス
ラ
ム
の
国
で
は
「
マ
ド
ラ
サ
」
と
い
っ
て
、
モ
ス

ク
に
付
属
し
た
子
ど
も
の
た
め
の
学
校
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
で
コ
ー
ラ
ン
（
イ
ス
ラ
ム
教
の
経
典
）
を
教
え
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
の
で
す
が
、
コ
ー
ラ
ン
を
学
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
国
語
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
面
も
あ

り
ま
す
し
、
一
緒
に
社
会
の
勉
強
で
す
と
か
、
語
学
や

科
学
の
勉
強
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

彼
は
土
地
の
人
た
ち
か
ら
ぜ
ひ
マ
ド
ラ
サ
を
つ
く
っ
て

ほ
し
い
と
懇
願
さ
れ
て
、
立
派
な
モ
ス
ク
を
建
て
、
そ

れ
に
付
属
す
る
学
校
施
設
も
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
灌
漑

事
業
だ
け
で
な
く
、
そ
う
い
う
付
随
的
に
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
中
村
医
師
が
高
く
評
価
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で

は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

藤
木	

次
世
代
に
向
け
て
の
教
育
の
大
切

さ
と
い
う
お
気
持
ち
も
お
あ
り
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
ね
。

本
田	

そ
う
思
い
ま
す
。
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な

夢
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
ね
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
追

悼
番
組
で
も
放
送
し
て
い
ま
し
た
。
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
の
子
ど
も
た
ち
が
目
を
輝
か

せ
て
、
大
き
く
な
っ
た
ら
医
者

に
な
る
ん
だ
と
か
、
学
校
の

先
生
に
な
っ
て
、
子
ど
も

た
ち
に
僕
も
教
え
て
あ

げ
た
い
と
か
、
そ
う
い

う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
ぱ
い
話
し

て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
そ
の
面

で
も
、
ま
ず
家
族
が
き
ち
ん
と
安

定
し
た
生
活
を
営
め
て
、
子
ど
も

が
学
校
に
通
え
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を
実
現
し
た
い
と
思
わ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
木	

そ
う
い
う
こ
と
を
今
お
伺
い
す
る
と
、
な
お
の

こ
と
、
今
回
の
こ
と
は
残
念
で
し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
。

本
田	

た
だ
、
彼
は
武
装
し
た
警
護
の
人
た
ち
に
守
ら

れ
な
が
ら
活
動
し
た
い
と
は
、
多
分
思
っ
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ま
す
。
で
き
れ
ば
完
全
な
丸
腰
で
の
、
村
の

人
た
ち
と
の
お
付
き
合
い
を
求
め
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

「
武
力
で
平
和
が
達
成
で
き

る
は
ず
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」

と
い
う
、
あ
る
意
味
の
反
戦

平
和
の
信
念
を
ず
っ
と
曲
げ

な
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、「
丸

腰
で
」
平
和
に
向
け
た
活
動
、

あ
る
い
は
医
療
活
動
を
す
る

ほ
う
が
、
か
え
っ
て
敵
を
つ

く
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
す
。

そ
う
い
う
信
念
を
私
た
ち
も

受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。	

▪

難
民
の
方
々
が
帰
る
地
を 

実
現
す
る
た
め
の
闘
い

藤
木	

中
村
医
師
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
用
水
路
や

灌
漑
の
事
業
を
大
き
く
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
現

地
で
の
食
料
自
給
を
可
能
に
し
て
い
く
取
り
組
み
で
し

ょ
う
か
。

本
田	

そ
う
で
す
ね
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
国
境
付
近
、

パ
キ
ス
タ
ン
側
の
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
地
域
な
ど
に
は
難
民

の
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
そ
の
人
た

ち
が
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
き
ち
ん
と
畑
を
耕

し
た
り
生
活
の
た
め
の
お
水
が
手
に
入
る
、
そ
う
い
う

こ
と
が
と
て
も
大
事
な
の
で
す
。
た
だ
、
あ
れ
だ
け
立

派
な
事
業
を
さ
れ
て
も
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
住
民
全

体
の
二
％
ぐ
ら
い
に
し
か
、
灌
漑
事
業
の
恩
恵
が
い
き

わ
た
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

国
土
全
体
の
砂
漠
化
と
い
い
ま
す
か
、
地
球
温
暖
化
の

問
題
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
に
か
く
雨
が
降
ら
な
い
か
ら
作
物
も
作
れ
な
い
、

家
畜
も
み
な
餓
え
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
状

況
に
あ
る
中
で
、
中
村
医
師
の
考
え
て
い
た
よ
う
な
こ

と
を
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
す
で
に
水
源
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
川
な
ど
を
共
同
利
用
し
て

灌
漑
事
業
を
う
ま
く
や
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
、

住
民
間
の
調
整
な
ど
難
し
い
問
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。

藤
木	

日
本
で
も
昔
は
、
耕
作
の
た
め
の
水
の
管
理
が

大
変
厳
し
か
っ
た
で
す
か
ら
、
同
様
の
問
題
も
出
て
く

る
の
で
す
ね
。

本
田	

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
一
国
を
と
っ
て
も
、
安
全
が

ま
だ
確
保
さ
れ
て
い
な
い
地
域
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

む
し
ろ
広
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
す
か
ら
、

難
民
の
人
た
ち
を
ど
う
や
っ
て
迎
え
入
れ
て
い
く
か
と

か
、
テ
ロ
対
策
を
ど
う
し
て
い
く
か
、
そ
う
い
う
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
が
複
合
的
に
あ
る
中
で
、
本
当
に
大
変
な

こ
と
で
す
。

藤
木	

そ
う
で
す
ね
。

本
田	

中
村
医
師
は
ほ
か
に
も
、
ナ
ン
ガ
ル
ハ
ル
県
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
地
域
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
モ
ス
ク
（
礼
拝

施
設
）
を
建
て
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
大
変
す
ば
ら
し
い

功
績
で
す
。

アフガンの
　 地に殉じた
中村哲医師を
偲んで
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挿
絵  

長
谷
川
葉
月

い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
。

釈
尊
は
食
事
の

摂
取
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
お
示

し
で
す
。

「
汝な

ん

等だ
ち

比び

丘く

、
諸
も
ろ
も
ろ

の
飲お
ん

食じ
き

を
受
け
て

は
、
当ま

さ

に
薬く
す
りを
服

す
る
が
如
く
す
べ

し
。
好よ

き
に
お
い

て
も
、
悪あ

し
き
に

お
い
て
も
、
増
減

を
生
ず
る
こ
と
な

か
れ
。
わ
ず
か
に

身
を
支
う
る
こ
と

を
得
て
以
て
飢き

渇か
つ

を
除
け
」（『
遺
教

経
』）
と
あ
り
ま
す
。

か
い
つ
ま
ん
で

お
伝
え
す
る
と
、

飲
食
は
お
薬
を
服

用
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
食
べ
す
ぎ
、
少
な
す
ぎ
も

な
い
よ
う
に
。
飢
え
や
渇
き
が
除
け
る
程
度
に
、
体
を

保
つ
た
め
に
い
た
だ
き
な
さ
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
の

で
す
。

曹
洞
宗
で
は
食
事
の
際
に
、
お
唱
え
す
る
「
五ご

観か
ん

の

偈げ

」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
四
番
目
と
五
番
目
は
、

こ
の
よ
う
な
言げ

ん

説せ
つ

で

す
。四

つ
に
は
ま
さ
に

良り
ょ
う

薬や
く

を
こ
と
と
す

る
は
形

ぎ
ょ
う

枯こ

を
療り
ょ
うぜ
ん

が
た
め
な
り

五
つ
に
は
成

じ
ょ
う

道ど
う

の

た
め
の
故ゆ

え

に
今
こ
の

食じ
き

を
受う

く

食
事
は
空
腹
を
満

た
す
だ
け
で
な
く
、

私
た
ち
の
身
と
心
を

調
え
る
良
い
薬
で
す
。

正
し
く
目
的
を
も
っ

て
食
さ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
今
い
た

だ
く
、
こ
の
食
事
は
、

仏
道
を
完
成
さ
せ
る

た
め
に
い
た
だ
き
ま

す
。私

た
ち
は
日
々
、

食
事
を
い
た
だ
い
て

生
き
て
お
り
ま
す
。
ま
た
同
時
に
、
体
も
精
神
も
絶
え

ず
、
ほ
ど
よ
く
動
か
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ

し
て
老
い
も
若
き
も
日
常
の
食
事
を
摂
る
行
為
に
注
目

す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
お
こ
な
い
そ
の
も
の
に
節

度
や
自
制
を
も
ち
、
一
歩
一
歩
、
丁
寧
に
充
実
し
て
参

り
た
い
も
の
で
す
。

厚
生
労
働
省
は
昨
年
九
月
一
三
日
、
全
国
で
百
歳

以
上
の
高
齢
者
が
七
万
一
二
三
八
人
に
上
る
と

発
表
し
ま
し
た
。
二
〇
一
八
年
か
ら
一
四
五
三
人
増
え
、

四
九
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
初
め
て
七
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。
一
九
年
度
中

に
百
歳
の
か
た
は
、
三
万
七
〇
〇
五
人
と
過
去
最
多
だ

っ
た
そ
う
で
す
。

毎
年
九
月
一
五
日

の
「
老
人
の
日
」

を
前
に
調
査
し
て

お
り
、
同
日
時
点

で
百
歳
以
上
と
な

る
高
齢
者
の
数
を

住
民
基
本
台
帳
に

基
づ
き
集
計
し
て

い
る
そ
う
で
す
が
、

そ
の
人
口
の
割
合

は
圧
倒
的
に
女
性

が
多
く
、
六
万
二

七
七
五
人
で
全
体

の
八
八
・
一
％
を

占
め
て
い
ま
す
。

時
折
、
情
報
番

組
な
ど
で
、
司
会

者
が
ご
長
寿
の
方

に
「
長
生
き
の
秘

訣
は
な
ん
で
す

か
」
と
い
う
質
問

を
時
々
耳
に
し
ま
す
。
す
る
と
、
一
日
の
食
事
の
量
や

運
動
量
、
そ
の
他
の
時
間
の
費
や
し
方
を
注
目
し
て
取

り
あ
げ
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
な
に
か
良
い
健
康
法
が
あ
る
と
、
そ
れ

に
飛
び
つ
き
、
一
度
や
二
度
は
や
っ
て
み
る
も
の
の
、

長
続
き
せ
ず
や
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

日
常
生
活
の
中
で
、

私
た
ち
は
度
を
越
し

て
し
ま
う
こ
と
が
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

美
味
し
い
も
の
が
あ

れ
ば
、
余
計
に
食
べ

た
く
な
り
ま
す
し
、

友
人
と
の
楽
し
い
会

食
で
は
、
つ
い
食
べ

す
ぎ
、
お
酒
の
飲
み

す
ぎ
に
な
る
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
運

動
も
同
様
で
す
が
、

体
に
よ
く
て
も
、
や

り
す
ぎ
れ
ば
、
体
を

壊
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
満
ち
足
り
た
環

境
に
い
る
私
た
ち
に

は
、
そ
の
さ
じ
加
減

が
大
変
難
し
い
の
で

す
が
、「
ほ
ど
ほ
ど
」

「
節
度
を
守
る
」
と

生 活 の 中 の 仏 教

養
生
の
工
夫

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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1 筍寿司・筍キンピラ：上右　　
2筍そば：中中
3筍しんじょ・甘酢あんかけ：中右
4筍の木の芽あえ：中左

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。

 

は
じ
め
に

　
筍
は
糠ぬ
か

と
鷹た
か

の
爪つ
め

で
茹
で
る
。
時

間
は
湯
が
沸
騰
し
て
か
ら
1
時
間
。

　
火
を
止
め
た
ら
、
冷
め
る
ま
で
置
く
。

一晩
置
く
と
え
ぐ
み
が
抜
け
る
。

1 

筍
寿
司
・ 

 

筍
キ
ン
ピ
ラ

　
筍
の
キ
ン
ピ
ラ
　
水
煮
の
筍
の
下
の

部
分
を
筋
に
沿
っ
て
短
冊
に
切
り
、

ご
ま
油
で
炒
め
煮
に
す
る
。
濃
口

醤
油
、
砂
糖
、
酒
、
塩
少
々
で
味

を
付
け
、
最
後
に
七
味
を
ふ
る
。

　
筍
寿
司
　
水
煮
の
筍
の
上
の
部
分

を
使
う
。
縦
に
半
分
に
切
り
、
中

の
柔
ら
か
い
芯
の
部
分
は
取
り
除
く
。

❶
酢
飯
は
、
酢
を
少
々
強
め
し
、
砂

糖
・
塩
少
・々
酢
・
醤
油
少
々
で
味
を

つ
け
る
。

❷
く
り
ぬ
い
た
筍
の
半
割
り
の
中
に
上

に
木
の
芽
を
2
〜
3
枚
敷
き
、
棒

状
に
ま
と
め
た
酢
飯
を
詰
め
て
ラ
ッ

プ
で
固
く
巻
い
て
し
ば
ら
く
置
く
。

❸
盛
り
付
け
前
に
、
2
セ
ン
チ
く
ら
い

の
輪
切
り
に
し
て
キ
ン
ピ
ラ
と一緒
に

盛
り
付
け
る
。
ラ
ッ
プ
は
寿
司
を
食

す
る
際
に
む
い
て
も
ら
う
（
形
が
崩
れ

な
い
）。

2 

筍
そ
ば

❶
水
煮
の
筍
の
下
の
部
分
を
使
う
。

桂
む
き
に
し
て
、
麺
の
よ
う
に
細
切

り
に
す
る
。
切
っ
た
筍
の
水
気
は
よ

く
除
い
て
お
く
こ
と
。
そ
ば
粉
を
ま

ぶ
し
た
時
に
、
す
ぐ
に
ダ
マ
に
な
っ
て

し
ま
う
た
め
。

❷
①
を
ボ
ウ
ル
に
移
し
、
そ
ば
粉
を
ま

ぶ
す
。
必
ず
手
早
く
行
う
こ
と
。

余
分
な
粉
は
落
と
し
て
、
1
本
ず
つ

に
な
る
よ
う
に
す
る
。

　
二
口
弱
の
量
に
ま
と
め
る（
モ
ン
ブ
ラ
ン

ケ
ー
キ
の
よ
う
に
）。
蒸
し
器
に
並
べ
、

15
分
　
程
度
蒸
す
。
火
を
止
め
た

ら
、
冷
ま
す
。

　
め
ん
つ
ゆ
を
作
る
。
砂
糖
を
少
々
多

め
に
し
て
昆
布
だ
し
、
酒
、
濃
口

醤
油
、
塩
少
々
を
合
わ
せ
て
煮
立

た
せ
、
冷
ま
し
て
お
く
。

　
そ
ば
を
椀
に
盛
り
、
そ
ば
の
周
り
に

つ
ゆ
を
張
る
。
最
後
に
大
根
お
ろ
し

を
上
に
の
せ
て
供
す
る
。

3 

筍
し
ん
じ
ょ

 

甘
酢
あ
ん
か
け

❶
こ
れ
ま
で
に
出
た
筍
の
切
れ
端
や
食

す
る
の
に
少
々
固
い
部
分
を
す
べ
て

取
っ
て
お
い
て
ミ
キ
サ
ー
に
か
け
、
ピ

ュ
ー
レ
状
に
す
る
。
こ
こ
に
そ
ば
粉
、

水
少
々
を
加
え
て
混
ぜ
る
。
さ
ら
に

食
感
を
出
す
た
め
に
細
か
く
サ
イ
の

目
に
切
っ
た
筍
を
加
え
て
混
ぜ
合
わ

せ
る
。

 

❷
ス
プ
ー
ン
で
1
杯
分
を
取
り
、
油

で
揚
げ
る
。
浮
き
上
が
っ
て
き
た
ら

バッ
ト
に
と
る
。

❸
醤
油
・
砂
糖
・
塩
少
・々
酒
・
酢
・
水

溶
き
片
栗
粉
で
ア
ン
を
作
り
、
盛
り

つ
け
た
し
ん
じ
ょ
に
と
ろ
り
と
か
け
て

供
す
る
。

4 

筍
の

 

木
の
芽
あ
え

❶
水
煮
の
筍
の
下
の
部
分
を
使
う
。

イ
チ
ョ
ウ
に
切
る
。

❷
木
の
芽
は
さ
っ
と
湯
に
通
す
と
青
み

が
増
す
。
す
り
鉢
に
木
の
芽
、胡
麻
、

味
噌
、
砂
糖
少
々
、
酒
少
々
、
お

湯
少
量
を
入
れ
て
す
る
。

❸
イ
チ
ョ
ウ
に
切
っ
た
筍
と
あ
え
て
小

皿
に
盛
る
。

1 

筍
寿
司
・
筍
キ
ン
ピ
ラ

2 

筍
そ
ば

3 

筍
し
ん
じ
ょ
　
甘
酢
あ
ん
か
け

4 

筍
の
木
の
芽
あ
え

料
理
指
導
　
静
岡
県
袋
井
市  

可
睡
斎
典
座 

小
金
山
泰
玄
老
師

春
の
精
進
料
理

寒
い
冬
が
過
ぎ
る
と
、
暖
か
い
春
の
訪
れ
で
す
。

春
を
代
表
す
る
旬
の
味
覚
と
い
え
ば
、
筍
た
け
の
こ。

今
回
の
季
節
の
精
進
料
理
で
は
、

筍
を
使
っ
た
品
々
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

筍
づ
く
し
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