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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
の

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
も
、
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
が
徐
々
に
進
み
、
少

し
先
に
光
が
見
え
て
来
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
事
態
が

完
全
に
ど
の
よ
う
に
終
息
し
て
い

く
の
か
、
ま
だ
ま
だ
先
が
不
透
明

な
の
が
現
状
。
い
ず
れ
に
し
て
も

長
期
戦
に
な
る
の
は
必
定
で
し
ょ

う
。

誰
し
も
が
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
生

活
を
初
め
て
経
験
し
、
自
ら
の
人

生
を
考
え
る
大
き
な
き
っ
か
け
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
こ
の
悔
い
や
苦
い
思
い
を
も

た
ら
し
て
い
る
経
験
が
、
人
生
の

マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
い
る
、
人
生

の
充
実
を
妨
げ
て
い
る
、
人
生
を

不
完
全
な
も
の
に
し
て
い
る
、
と

い
う
考
え
方
を
す
る
人
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
人
生
に
完
全
な
ど
あ

る
で
し
ょ
う
か
。
断
じ
て
、
あ
り

得
な
い
の
で
す
。
成
功
も
あ
れ
ば
、

失
敗
も
あ
る
。
う
れ
し
い
こ
と
、

楽
し
い
こ
と
も
あ
れ
ば
、
つ
ら
い

こ
と
、
悲
し
い
こ
と
も
あ
る
の
で

す
。
こ
の
悲
し
み
や
悔
し
さ
、
つ

ら
さ
や
苦
し
さ
を
と
も
な
う
経
験

が
、
人
間
と
し
て
の
幅
を
広
げ
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
、
人
間

と
し
て
の
成
長
す
る
う
え
で
の
糧

に
な
る
、
と
わ
た
く
し
は
思
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
想
像
を
も
し
て
い

な
か
っ
た
大
変
な
経
験
を
す
る
こ

と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

こ
の
経
験
を
活
か
す
こ
と
で
、
人

生
は
よ
り
豊
か
に
、
潤
い
や
彩
が

あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
以
降
の
新
し
い

生
き
方
は
、
社
会
の
在
り
様
や
産

業
構
造
、
人
と
自
然
と
の
か
か
わ

り
方
、
人
と
人
の
か
か
わ
り
方
な

ど
、
そ
の
ど
れ
も
が
こ
れ
ま
で
の

生
き
方
や
価
値
観
を
変
え
る
こ
と

な
し
に
は
達
成
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
終
息
後

も
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
社
会
が
そ
の

ま
ま
戻
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
、

と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

「
ビ
フ
ォ
ア
・
コ
ロ
ナ
」
と
「
ア
フ

タ
ー
・
コ
ロ
ナ
」
で
は
社
会
は
一

変
す
る
で
し
ょ
う
。
生
き
方
も
価

値
観
も
変
わ
り
、
そ
れ
を
土
台
と

し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
、
働
き
方
も

新
た
な
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
の
試
練
を
乗
り
越

え
て
い
く
う
え
で
、
力
に
も
拠
り

所
に
も
な
る
の
が
「
禅
」
で
す
。

禅
の
考
え
方
、
も
の
の
見
方
、
ふ

る
ま
い
方
に
は
、
試
練
を
ど
う
捉

え
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た

ら
よ
い
の
か
、
そ
の
な
か
で
ど
う

行
動
を
し
て
行
け
ば
良
い
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
た
く
さ

ん
の
示
唆
や
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
試
練
に
怯
ん

だ
り
、
怖
れ
た
り
、
避
け
よ
う
と

し
た
り
せ
ず
、
真
正
面
か
ら
受
け

と
め
な
さ
い
、
と
禅
は
教
え
ま
す
。

そ
れ
が
試
練
に
向
き
合
う
「
妙
法
」、

す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た

方
法
だ
と
教
え
て
い
ま
す
。
こ
の

時
期
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
な
っ
た
自

分
に
出
会
う
こ
と
が
出
来
る
は
ず

で
す
。�

合
　
掌

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明

　心の拠り所となる
禅の教え

「

ますの・しゅんみょう
1953 年、神奈川県生まれ。
建功寺（横浜市鶴見区）住
職。多摩美術大学環境デザ
イン学科教授。住職であり
ながら庭園デザイナーとし
ても高い評価を得ている。
祇園寺紫雲台庭園『龍門
庭』など国内外多数の庭園
作品を手がける。『心に美
しい庭をつくりなさい。』
など著作多数。
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さ
ん
し
て
、
当
時
か
ら
民
衆
か
ら
「
忍
性
菩
薩
」
と
し

て
知
ら
れ
た
存
在
で
し
た
。
一
方
、
同
じ
時
代
、
道
元

禅
師
の
こ
と
は
一
般
の
人
た
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
八
〇
〇
年
も
経

た
今
、
道
元
禅
師
は
曹
洞
宗
と
い
う
枠
組
み
を
も
超
え
、

西
欧
の
哲
学
者
や
各
地
の
禅
セ
ン
タ
ー
で
参
禅
す
る

人
々
、
あ
る
い
は
心
理
療
法
と
し
て
注
目
を
集
め
る
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
実
践
者
た
ち
か
ら
注
目
さ
れ
、
現

代
も
大
き
な
存
在
感
を
放
っ
て
い
ま
す
。
時
代
に
変
革

を
も
た
ら
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
（
※
一
九
五
五

〜
二
〇
一
一
年
。
米
ア
ッ
プ
ル
社
創
業
者
）
も
道
元
禅
師
の

教
え
に
感
銘
を
受
け
て
参
禅
し
て
い
ま
す
が
、
時
代
を

超
え
た
普
遍
的
な
真
実
を
伝
え
て
い
る
の
が
道
元
禅
師

で
す
ね
。

大
野	

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
道
元
禅
師
が
大
き
い
存
在

で
す
。
当
時
「
仏
法
と
は
何
で
す
か
？
仏
と
は
な
ん
で

す
か
？
」
と
い
う
問
い
に
十
人
十
色
の
答
え
が
あ
っ
た

道
元
禅
師
か
ら
の
一
〇
〇
年
。 

時
を
超
え
深
化
さ
せ
た
瑩
山
禅
師

―
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
、
そ
れ
ぞ
れ
の
功
績
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
。

安
藤	
私
た
ち
に
と
っ
て
道
元
禅
師
は
あ
ま
り
に
も

偉
大
な
存
在
で
す
。
道
元
禅
師
に
つ
い
て
は
主
著
の

『
正
法
眼
蔵
』
な
ど
を
、
大
学
で
は
学
生
た
ち
が
、
あ

る
い
は
僧
堂
で
は
修
行
僧
た
ち
も
熱
心
に
勉
強
す
る
わ

け
で
す
が
、
改
め
て
そ
の
思
想
を
き
ち
ん
と
説
明
し
ろ

と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
『
正
法
眼
蔵
』『
現
成
公
案
』
の
有
名
な

冒
頭
の
一
節
で
さ
え
、
学
者
や
師
家
の
方
々
の
間
で
解

釈
が
異
な
る
よ
う
に
、
そ
の
思
想
は
深
遠
で
す
。
同
じ

鎌
倉
時
代
を
生
き
た
真
言
律
宗
の
忍
性
で
す
が
、
こ
の

方
は
恵
ま
れ
な
い
人
た
ち
に
対
す
る
社
会
事
業
を
た
く

いま令和の時代に　瑩
け い

山
ざ ん

禅
ぜ ん

師
じ

にまなぶ
聞き手柳澤円　　撮影羽柴和也

安
藤
嘉
則
（
あ
ん
ど
う　

か
そ
く
）

一
九
五
八
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
北

大
学
文
学
部
哲
学
科
卒
業
。
現
在
、
駒

沢
女
子
大
学
学
長
、
看
護
部
教
授
。
博

士
（
仏
教
学
）。
著
書
に
『
中
世
禅
宗

文
献
の
研
究
』、『
中
世
禅
宗
に
お
け
る

公
案
禅
の
研
究
』（
い
ず
れ
も
国
書
刊

行
会
）。

大
野
徹
史
（
お
お
の　

て
つ
し
）

一
九
七
五
年
山
口
県
生
ま
れ
。
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
仏
教
学
科
卒
業
。
大だ

い

乘
じ
ょ
う

寺じ

専
門
僧
堂
後
堂
、
山
口
県
善
福
寺
住

職
、
茨
城
県
鏡
徳
寺
副
住
職
。『
洞
谷

記
』
研
究
会
発
起
人
、
事
務
局
長
。

曹
洞
宗
と
い
え
ば
「
道
元
禅
師
」、
と

答
え
る
人
は
多
い
。
し
か
し
、
道
元
禅

師
の
教
え
が
八
〇
〇
年
以
上
も
の
年
月

を
経
て
今
も
尚
わ
た
し
た
ち
に
繋
が
れ

て
い
る
背
景
に
は
、
瑩
山
禅
師
の
貢
献

が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
道

元
禅
師
の
教
え
の
発
展
に
人
生
を
か
け

て
尽
力
し
た
一
方
で
、
瑩
山
禅
師
の
存

在
は
長
年
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
き
た
と

言
え
る
。
そ
れ
で
も
限
ら
れ
た
資
料
を

元
に
、
多
大
な
る
貢
献
と
個
性
豊
か
な

半
生
を
研
究
し
て
き
た
の
が
、
大だ

い

乘
じ
ょ
う

寺じ

（
石
川
県
）
山
主
で
あ
る
東
あ
ず
ま

隆り
ゅ
う

眞し
ん

老

師
だ
。
近
年
で
は
東
老
師
の
研
究
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
続
く
世
代
の

僧
侶
や
研
究
者
た
ち
が
揃
い
、
瑩
山
禅

師
の
晩
年
が
記
さ
れ
た
『
洞と
う

谷こ
く

記き

』
の

研
究
会
が
発
足
し
た
。
十
余
年
に
渡
る

活
動
は
二
〇
二
一
年
春
、
五
〇
〇
ペ
ー

ジ
を
超
え
る
『
現
代
語
訳 

瑩
山
禅
師

『
洞
谷
記
』』
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
。
新

た
に
明
る
み
に
な
っ
た
史
実
は
、
未
来

に
向
け
た
真
の
道
標
に
な
る
こ
と
を
予

感
さ
せ
、
仏
門
の
内
外
を
問
わ
ず
反
響

を
呼
び
始
め
て
い
る
。
研
究
会
の
中
心

的
存
在
で
あ
り
現
代
語
版
の
制
作
に
大

き
く
寄
与
し
た
駒
沢
女
子
大
学
・
安
藤

嘉
則
学
長
と
、
善
福
寺
（
山
口
県
）
住

職
・
大
野
徹
史
老
師
を
迎
え
、
瑩
山
禅

師
の
存
在
に
つ
い
て
聞
く
。
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仰
す
る
色
ん
な
仏
様
や
神
様
も
受
け
入
れ
て
、
結
果
的

に
多
く
の
人
が
仏
法
の
〝
中
心
〟
へ
と
導
か
れ
る
よ
う

に
、
道
元
禅
師
の
教
え
を
再
構
築
さ
れ
た
の
が
瑩
山
禅

師
な
ん
で
す
ね
。

安
藤	

も
し
も
瑩
山
禅
師
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ

た
ら
、
今
日
の
よ
う
に
日
本
各
地
に
お
寺
が
展
開
し
て

い
る
曹
洞
宗
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
道

元
禅
師
の
教
え
を
瑩
山
禅
師
が
継
承
し
、
多
く
に
人
材

を
育
成
し
て
各
地
に
そ
の
教
え
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
瑩
山
禅
師
以
後
は
、
心
の
平
安
を
求
め
る
地

元
の
人
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
、
亡
き
人
の
供
養
を
行

う
僧
侶
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
瑩
山
禅
師
は
、

道
元
禅
師
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
中
心
軸
と
し
な
が
ら
、

そ
の
教
え
の
裾
野
を
広
げ
て
く
れ
た
の
で
す
。
今
や
世

界
中
に
道
元
禅
師
を
知
る
人
が
い
る
の
も
、
瑩
山
禅
師

の
お
か
げ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

大
野	

そ
れ
に
道
元
禅
師
は
自
分
が
仏
法
の
始
ま
り

で
は
な
い
、
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
お
師
匠
の
如
浄
禅

師
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
遡
れ
ば
お
釈
迦
様
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
、
仏
法
は
時
間
と
空
間
を
超
え
た
宇
宙
の
真
理

な
の
だ
か
ら
誰
か
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
。
当

時
の
市
井
の
人
の
中
に
は
字
が
読
め
な
い
人
だ
っ
て
多

か
っ
た
で
す
か
ら
、
道
元
禅
師
も
瑩
山
禅
師
も
、
学
問

知
識
と
し
て
学
ぶ
以
外
に
、
ま
ず
は
作
法
に
し
た
が
っ

て
歯
を
磨
き
ま
し
ょ
う
、
朝
は
顔
を
洗
い
ま
し
ょ
う
、

食
事
の
摂
り
方
は
こ
う
で
す
よ
、
と
い
っ
た
日
常
の
生

活
の
中
で
仏
法
を
修
行
す
る
仏
道
を
示
さ
れ
た
わ
け
で

す
。

安
藤	

今
、
日
本
の
お
寺
は
約
七
万
七
〇
〇
〇
寺
ほ

ど
で
、
そ
の
う
ち
曹
洞
宗
が
一
万
五
〇
〇
〇
寺
ほ
ど
で

す
。
伝
統
宗
派
と
し
て
の
最
大
規
模
に
な
り
ま
す
が
、

八
〇
〇
年
前
の
道
元
禅
師
の
教
え
が
こ
う
し
て
現
代
に

続
い
て
い
ま
す
。
組
織
と
い
う
も
の
は
大
き
く
な
る
と

派
閥
な
ど
が
起
こ
り
、
内
側
か
ら
崩
壊
す
る
危
険
性
も

孕
ん
で
い
ま
す
が
、
瑩
山
禅
師
は
、
他
宗
の
方
法
を
導

入
し
輪
住
制
と
い
っ
て
定
期
的
に
住
職
を
交
代
さ
せ
る

制
度
を
永
光
寺
で
作
り
、
教
団
内
の
風
通
し
を
良
く
す

る
よ
う
努
め
る
な
ど
様
々
な
工
夫
を
重
ね
て
い
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
多
様
な
考
え
を
採
用
す
る
こ
と
も
、
組
織

と
し
て
の
広
が
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。
瑩
山
禅
師
の
語
録
を
見
て
い
る
と
、
そ
の

一
つ
一
つ
の
言
葉
に
深
い
境
涯
が
蓄
え
ら
れ
て
お
り
、

道
元
禅
師
が
説
い
た
重
要
な
と
こ
ろ
か
ら
一
歩
も
ず
れ

て
い
な
い
こ
と
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
曹

洞
宗
の
教
線
は
広
が
り
続
け
、
現
在
の
よ
う
に
坐
禅
修

行
に
専
心
す
る
修
行
道
場
と
し
て
の
お
寺
、
各
地
域
の

人
々
の
菩
提
寺
と
し
て
先
祖
供
養
を
行
う
お
寺
、
稲

荷
・
竜
神
・
道
了
尊
な
ど
を
お
祀
り
し
祈
祷
す
る
お
寺

な
ど
、
お
寺
の
役
割
の
多
様
性
が
生
ま
れ
、
宗
派
と
し

て
の
懐
の
深
さ
を
作
り
出
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ほ

ど
ま
で
に
宗
門
の
裾
野
を
広
げ
た
影
響
力
は
改
め
て
評

価
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

よ
う
で
す
。
そ
し
て

そ
の
答
え
に
納
得
で

き
な
か
っ
た
道
元
禅

師
は
、
仏
法
を
求
め

て
中
国
に
渡
ら
れ
ま

し
た
。
当
時
海
外
へ

渡
る
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
簡
単
で
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ま
さ

に
命
懸
け
の
航
海
を

し
な
が
ら
も
中
国
で

修
行
さ
れ
、
後
に
大

き
く
日
本
の
仏
教
に

も
影
響
を
与
え
た
の

で
す
。
そ
れ
は
道
元

禅
師
が
、
仏
法
と
は

何
か
を
掴
み
、
お
釈

迦
様
か
ら
脈
々
と
繋

が
る
も
の
は
何
か
、

と
い
う
い
わ
ば
雑
多

な
も
の
を
排
除
し
て

仏
教
の
〝
中
心
〟
を

捉
え
た
か
ら
で
し
た
。

た
だ
そ
の
中
心
が
あ
ま
り
に
も
掴
み
ど
こ
ろ
が
な
い
た

め
に
、
な
か
な
か
普
通
の
人
に
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
な

ら
ば
誰
に
と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
と
修
行

の
本
質
を
生
活
様
式
に
落
と
し
込
み
、
ご
指
導
さ
れ
ま

し
た
。
書
物
や
中
国
で
見
聞
き
し
た
も
の
か
ら
一
度
排

除
し
た
雑
多
な
も
の
を

取
捨
選
択
し
て
、
大
乗

仏
教
の
戒
律
で
足
り
な

い
こ
と
は
上
座
部
仏
教

の
戒
律
な
ど
か
ら
も
取

り
入
れ
て
、
生
活
規
範

を
作
り
、『
正
法
眼
蔵
』

や
『
永
平
清
規
』
と
い

う
形
で
残
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
現
在
の
両
大
本

山
を
含
む
曹
洞
宗
の
生

活
様
式
に
も
繋
が
っ
て

い
ま
す
。
道
元
禅
師
が

五
十
四
歳
と
い
う
若
さ

で
亡
く
な
ら
れ
た
後
、

瑩
山
禅
師
や
そ
の
お
弟

子
た
ち
は
、
道
元
禅
師

の
伝
え
ら
れ
た
仏
法
を

そ
の
ま
ま
に
、
地
域
や

寺
の
状
況
に
合
わ
せ
て

生
活
様
式
を
改
め
て
見

直
し
、
お
檀
家
や
お
寺

の
周
り
の
方
々
を
支
え

る
活
動
を
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。
お
寺
に
来
る
人
は
、

お
坊
さ
ん
の
よ
う
に
仏
法
を
学
び
た
い
、
と
い
う
人
ば

か
り
で
は
な
く
、
大
抵
は
亡
き
人
へ
の
供
養
や
神
仏
の

加
護
、
霊
験
を
望
む
市
井
の
人
た
ち
で
す
か
ら
。
そ
の

存
在
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
同
時
に
、
彼
ら
の
信
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も
そ
も
仏
法
に
は
男
女
の
隔
て
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈

迦
様
も
道
元
禅
師
も
お
示
し
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
女
性

も
修
行
が
で
き
ま
す
し
、
当
然
悟
り
も
開
け
る
ん
で
す
。

た
だ
当
時
の
社
会
的
な
背
景
の
中
で
は
、
仏
門
に
限
ら

ず
女
性
が
自
分
の
意
思
で
何
か
を
選
ん
で
生
き
る
こ
と

は
な
か
な
か
許
さ
れ
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

で
も
瑩
山
禅
師
は
や
は
り
道
元
禅
師
の
教
え
を
具
体
的

に
実
行
し
ま
し
た
。
母
や
祖
母
の
誓
願
を
通
じ
て
、
女

性
た
ち
の
願
い
を
受
け
入
れ
る
形
で
、
女
性
の
弟
子
を

得
度
さ
せ
た
り
住
職
に
つ
か
せ
た
り
も
し
た
ん
で
す
。

安
藤	

禅
宗
と
い
う
と
厳
し
い
修
行
の
イ
メ
ー
ジ
か

ら
男
性
的
な
雰
囲
気
を
感

じ
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。

確
か
に
鎌
倉
時
代
の
禅
寺

は
基
本
的
に
は
男
性
社
会

で
し
た
。
し
か
し
道
元
禅

師
は
、
当
寺
の
日
本
仏
教

に
お
い
て
女
人
禁
制
の
伝

統
が
あ
る
こ
と
に
に
つ
い

て
「
日
本
国
に
ひ
と
つ
の

わ
ら
ひ
ご
と
（
笑
い
事
）
あ

り
」
と
い
っ
て
痛
烈
に
批

判
さ
れ
て
い
ま
す
。
瑩
山

禅
師
の
場
合
は
、
自
分
が

生
ま
れ
る
前
か
ら
母
や
祖

母
が
観
音
様
に
祈
り
を
捧

げ
て
い
て
、
幼
い
頃
か
ら

母
た
ち
の
信
念
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
こ
と
が
仏
門
に
入

っ
た
き
っ
か
け
で
も
あ
り
ま
す
。
母
た
ち
へ
の
感
謝
や

尊
敬
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
、
多
く
の
弟
子
た

ち
、
そ
こ
に
は
女
性
も
含
め
て
、
広
げ
た
わ
け
で
す
ね
。

東
老
師
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
瑩
山
禅
師
は
授
戒
会

も
女
性
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
野	

『
洞
谷
記
』
の
内
容
や
瑩
山
禅
師
の
教
え
に
触

れ
る
人
が
増
え
た
ら
き
っ
と
、
お
坊
さ
ん
た
ち
と
檀
家

さ
ん
の
関
係
性
が
よ
り
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う

に
も
思
い
ま
す
。
仏
道
修
行
に
限
ら
ず
、
普
段
の
暮
ら

し
に
も
辛
い
こ
と
や
大
変
な
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
よ
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
、

ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
が
起

き
て
も
お
互
い
を
頼
り
合

お
う
と
思
え
る
存
在
が
い

る
こ
と
は
と
て
も
重
要
な

こ
と
で
す
。
何
か
相
手
の

た
め
に
な
る
こ
と
を
し
た

い
と
か
、
言
葉
に
出
さ
な

く
て
も
信
頼
を
感
じ
あ
え

る
関
係
性
の
大
切
さ
も
、

こ
の
本
か
ら
感
じ
取
っ
て

も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
で
す

ね
。『
洞
谷
記
』
の
中
で

瑩
山
禅
師
は
「
師
壇
和
合

し
、
水
魚
の
昵
き
を
作

し
」
そ
し
て
「
骨
肉
の
思

令
和
の
今
、 

初
め
て
解
か
れ
た
言
葉
に
学
ぶ

―
長
い
間
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
瑩
山
禅
師
を
研
究
す

る
こ
と
は
大
変
で
し
た
か
。

大
野	

瑩
山
禅
師
に
関
す
る
資
料
は
こ
れ
ま
で
ご
く

限
ら
れ
た
も
の
し
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ら
に
江
戸
の
末
期
に
な
る
と
、
弟
子
た
ち
が
あ
え
て

色
ん
な
逸
話
を
創
作
し
て
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
む
き

も
あ
り
、
ど
れ
が
正
し
い
情
報
な
の
か
が
判
別
の
つ
か

な
い
状
況
で
し
た
。
で
す
か
ら
瑩
山
禅
師
本
来
の
言
葉

や
思
い
を
知
る
た
め
に
は
、
最
も
古
い
手
記
に
立
ち
返

る
必
要
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
日
記
の
よ
う
に

日
々
を
綴
っ
た
『
洞
谷
記
』
で
す
ね
。
現
在
『
洞
谷
記
』

は
、
写
本
が
五
冊
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

お
り
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
元
に
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
東
老
師
に
相
談
す
る
と
「
ぜ
ひ
進
め
て
く
だ
さ
い
」

と
応
援
く
だ
さ
っ
て
、
様
々
な
研
究
者
や
関
係
者
を
紹

介
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
。
仏
縁
と
い
う
の
は
不
思
議
な

も
の
で
、
み
な
さ
ん
大
変
多
忙
な
方
々
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
そ
の
時
は
す
ぐ
に
電
話
が
繋
が
り
、
二
つ
返

事
で
協
力
に
ご
快
諾
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
と
ん
と

ん
拍
子
に
話
が
進
む
の
で
、
あ
ぁ
、
物
事
が
う
ま
く
い

く
時
は
こ
う
い
う
も
の
か
と
大
変
感
銘
を
う
け
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。
わ
た
し
自
身
は
事
務
局
長
と
し
て
裏

方
に
ま
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
調
整
に
努
め
ま
し
た

安
藤	

東
老
師
が
『
洞
谷
記
に
学
ぶ
』
を
出
版
さ
れ
た

の
が
昭
和
五
十
七
年
、
当
時
は
今
よ
り
も
も
っ
と
資
料

が
少
な
く
て
ご
苦
労
さ
れ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
本
が
出
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
が
道

元
禅
師
か
ら
連
綿
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
や
、
瑩
山

禅
師
の
具
体
的
な
行
実
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
東
老
師
が
ま
さ
に
最
初
の
一
里
塚
を
築
い
て
く
だ

さ
っ
た
お
か
げ
で
、
後
進
の
研
究
も
進
め
や
す
く
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
今
回
、
大
野
老
師
が
発
起
人

と
な
っ
て
研
究
会
が
立
ち
上
が
り
、
み
ん
な
で
読
み
始

め
て
み
る
と
、
新
し
く
わ
か
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
出
て

く
る
し
、
一
方
で
同
時
に
、
全
員
の
膝
を
つ
き
合
わ
せ

て
悩
ん
で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
出
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
と
に
か
く
今
大
事
な
の
は
、『
洞
谷
記
』

の
内
容
や
瑩
山
禅
師
の
こ
と
を
、
現
代
を
生
き
る
人
た

ち
に
知
っ
て
も
ら
う
機
会
づ
く
り
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
瑩
山
禅
師
の
実
像
や
、
当
時
の
社
会
の
実
態
な
ど

も
分
か
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
や
っ
と
で
き
た
一
冊
で

す
。
現
代
語
訳
で
読
め
る
よ
う
に
し
た
こ
と
は
、
非
常

に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
と
思
い
ま
す
。
大
野
さ
ん

の
功
績
は
大
き
い
で
す
ね
。

―
一
般
の
檀
家
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
瑩
山
禅
師
を
捉
え

る
と
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

大
野	

瑩
山
禅
師
は
仏
門
を
希
望
す
る
多
く
の
女
性

た
ち
に
道
を
開
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

そ
れ
は
現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
大
き
く
違
い
、
そ
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と
水
は
れ
こ
、
が
す
ま
い
て
し
記
と
」
し
べ
す
致
を
い

が
寺
お
の
こ
て
し
そ
、
と
こ
る
あ
く
良
仲
に
う
よ
の
魚

守
お
を
ち
た
ん
さ
家
檀
お
杯
一
精
劫
永
来
未
り
限
る
あ

当
。
す
ま
い
て
れ
か
書
で
り
だ
く
う
い
と
、
す
ま
し
り

保
も
に
ん
さ
家
檀
て
し
に
面
書
の
通
二
を
言
宣
の
こ
時

、
と
こ
る
あ
に
共
と
ん
さ
家
檀
い
ら
く
の
そ
。
す
で
書

。
す
で
け
わ
た

藤
安

 

と
」
心
同
味
一
「
は
に
』
記
谷
洞
『
つ
一
う
も

わ
合
を
味
な
ん
色
は
れ
こ
。
す
ま
き
て
出
が
現
表
う
い

、
て
え
例
に
と
こ
る
げ
上
り
作
を
理
料
の
つ
と
ひ
て
せ

雑
複
が
と
こ
な
々
様
は
代
現
。
す
で
味
意
う
い
と
う
ろ

、
ら
か
す
で
時
の
事
難

大
の
り
が
な
つ
に
さ
ま

こ
る
あ
で
様
多
や
さ
切

れ
さ
か
活
が
義
意
の
と

人
、
と
す
ま
み
読
を
書

い
思
と
る
あ
が
き
づ
気

た
し
訳
語
代
現
。
す
ま

本
い
厚
も
て
と
で
と
こ

今
、
が
た
し
ま
り
な
に

。
ね
す
で
い
良
ら
た
え

先
材
取

　

室
長
学
学
大
子
女
沢
駒

り
便
お
の
ら
か
者
読

集
募
り
便
お

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読
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き
大
の）
革
変
ル
タ
ジ
デ
（Ｘ
Ｄ
今
昨

活
生
に
速
急
で
面
場
な
ろ
い
ろ
い
が

様
活
生
の
々
人
、
み
込
り
入
に
境
環

さ
革
変
く
き
大
を
造
構
の
会
社
や
式

で
り
お
と
の
知
承
ご
は
の
る
い
て
せ

機
危
う
ま
し
て
れ
さ
残
り
取
で
中
の

は
教
仏
、
で
中
の
れ
流
な
き
大
の
革

守
を
統
伝
い
し
ら
ば
す
の
ら
か
来
従

の
と
徒
信
檀
に
上
以
で
ま
今
、
し
使

教
仏
。
す
ま
い
て
じ
感
と
る
あ
が
要

過
し
か
し
。
ん
せ
ま
れ
し
も
か
係
関

発
・
承
継
に
ら
さ
を
産
遺
教
仏
の
去

る
な
に
要
重
り
よ
が
応
順
の
へ
き
動

、
く
な
は
で
的
守
保
。
す
ま
い
思
と

展
発
の
教
仏
、
で
方
え
考
な
的
進
先

く
い
て
え
変
り
作
に
的
本
根
を
礎
の

宗
は
で
け
だ
持
維
状
現
。
す
ま
い
て

推
む
進
へ
前
、
く
し
厳
は
展
発
の
門

気
る
い
て
れ
ら
め
求
に
門
宗
が
力
進

戸
門
、
は
に
め
た
の
そ
。
す
ま
し
が

な
的
襲
世
の
来
従
、
き
開
く
き
大
を

な
ろ
い
ろ
い
、
く
な
は
で
け
だ
材
人

入
が
材
人
な
秀
優
た
し
験
経
を
界
世

。
す
ま
え
考
と
要
必
り
と
に
門
宗
が

。
す
ま
し
待
期
を
策
方
的
体
具

県
川
奈
神

 

隆
英
道
大

 

様

11

送り先 〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
仏教企画　☎042-703-8641

締　切 2021年11月末

或く

わ

在い

ざ

須
弥み

峰ぶ

為い

人ん

に

所
推い

す

堕だ

念ん

ね

彼び

観ん

か

音ん

の

力き

り

如
日ち

に

虚こ

空う

く

住

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

家
書

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。
153号（夏号）～156号（春号）の作品をご応募の方の審査発表は、159号（冬号）にて、
157号（夏号）～160号（春号）の審査発表は、163号（冬号）にて行います。 説

解

頂
の
山
弥
須
は
い
或

ら
か
上

れ
さ
と
堕
し
推
に
人

も
て
し
と
た

念
を
力
の
音
観
の
彼

ば
れ
ず

中
空
に
う
よ
の
陽
太

こ
む
進
り
ま
ど
と
に

る
き
で
が
と

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（佐藤柯流に師事）です。
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1

こ
ち
ら
の
連
載
、
５
ク
ー
ル
五
年
目

と
な
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
仏
法
や
禅

の
基
盤
と
な
る
教
え
を
お
伝
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
、
学
ん
だ
境
地
を
深
め
る
と
と
も

に
、
皆
様
の
健
康
作
り
の
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
ク
ー
ル
は
「
五
蘊
」
を
参
究
い
た

し
ま
す
。「
五
蘊
」
と
は
、「
色し

き

受じ
ゅ

想そ
う

行ぎ
ょ
う

識し
き

」
と
い
う
、
仏
法
の
と
ら
え
る
知
覚

作
用
の
流
れ
を
表
し
た
五
つ
の
文
字
を

総
称
し
た
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
観
点
の

違
い
と
し
て
「
色
」「
受
想
行
識
」
に
分

類
さ
れ
ま
す
。

 
❖

「
色
」と
は
、
世
界
に
存
在
す
る
す
べ

て
の
物
事
で
す
。

 
❖

「
受
想
行
識
」と
は
、
四
つ
に
分
類
さ

れ
た
自
ら
の
知
覚
に
関
わ
る
精
神
作

用
で
す
。

「
五
蘊
」
の
う
ち
今
回
は
「
受
」
を
参

究
い
た
し
ま
す
。「
受
」
と
は
、
私
た

ち
の
知
覚
に
働
き
か
け
る
直
接
刺
激
、

い
わ
ゆ
る
「
五
感
」
で
す
。
例
え
ば
目

の
前
に
あ
る
花
か
ら
受
け
取
ら
れ
る
直

接
刺
激
は
︿
視
覚
:
花
と
し
て
見
え
る
﹀

︿
聴
覚
:
擦
れ
た
音
が
す
る
﹀︿
嗅
覚
:

匂
い
が
す
る
﹀︿
味
覚
:
蜜
の
味
が
す

る
﹀︿
触
覚
:
花
の
触
感
﹀
な
ど
、
五
つ

の
感
覚
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

普
段
私
た
ち
は
、
五
つ
の
感
覚
す
べ

て
を
自
覚
し
て
「
感
じ
て
い
る
」
と
認

識
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
感
覚
と
い
う

も
の
は
、
自
覚
を
持
っ
て
知
覚
し
て
い

る
も
の
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
、
ほ
と
ん

ど
が
自
覚
な
く
勝
手
に
知
覚
さ
れ
て
い

る
も
の
で
す
。
例
え
ば
目
の
前
に
あ
る

花
と
対
面
す
る
こ
と
で
、
本
来
す
べ
て

の
五
感
刺
激
が
勝
手
に
受
け
取
ら
れ
て

い
る
の
で
す
が
、「
匂
い
を
嗅
ご
う
」

と
自
覚
し
た
瞬
間
、
意
識
上
の
知
覚
は

嗅
覚
中
心
に
な
り
、
他
の
知
覚
は
感
じ

ら
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
と
い
う
存

在
は
、
自
分
と
い
う
受
け
取
る
側
が

「
感
じ
よ
う
」
と
意
識
的
に
選
択
し
た

も
の
だ
け
を
感
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に

自
分
で
錯
覚
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。

禅
の
作
法
は
、
丁
寧
に
物
事
と
向
き

合
い
行
動
す
る
こ
と
で
湧
き
上
が
っ
て

く
る
感
覚
を
、
分
け
隔
て
な
く
見
守
っ

て
い
く
営
み
で
す
。
そ
れ
は
五
感
を
自

覚
し
な
が
ら
も
、
意
識
的
な
選
択
を
せ

ず
平
等
に
捉
え
て
い
く
た
め
の
訓
練
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
育
み
が
、
自
ら
を

分
け
隔
て
な
く
労
る
力
と
な
る
の
で
す
。

今
回
は
、
本
来
的
な
腕
の
重
さ
を
感

じ
、
労
り
を
導
く
「
腕
ゆ
ら
ぎ
ワ
ー
ク
」

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
。

立ち姿勢にて肩幅程度に足
を開き、左手を左腰に優

しく置きます。身体を少し右側
に傾けながら軽く腰を曲げます。
右腕の力を抜き、重力に逆らわ
ずダラッと落とします。そのまま
右腕を前後に揺らします。その
際決して右腕には力を入れず、
足腰の動きや重心移動によって
右腕が結果的に揺らされている
ようにします。そして心地よく感
じられるよう揺れを調整し続け
ます。

同様の立ち姿勢にて、右腕
を身体正面に平行となるよ

う左右に揺らします。その際決
して右腕には力を入れず、足腰
の動きや重心移動、腕以外の上
半身のゆらぎによって右腕が結
果的に揺らされているようにしま
す。そして心地よく感じられるよ
う揺れを調整し続けます。右腕
でのワークでゆるみが起こって
きましたら、同じように左腕で
の前後左右の揺らぎワークを行
います。

軽く腰を曲げ、両腕の力を
抜き、重力に逆らわずダラ

ッと落とします。身体全体を左
右にゆったりと揺らし、腕が自
然に揺らされているのを感じます。
慣れてきたら腰の回転なども入
れ、揺れの心地よさを感じられ
るよう動きを調節し続けます。
腕は揺れに沿って大きく振り子
のように動かされることで、腕の
重さによって結果的に無理なき
ストレッチとなりゆるんでいきま
す。

前
後
に
感
じ
る

左
右
に
感
じ
る

　
　   

揺
れ
て
感
じ
る

受
じ ゅ

～何を感じるか～

123

五
ご

 蘊
おん

 の 智 慧優 し さ が 培 わ れ る

藤
井
隆
英
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挿
絵……

長
谷
川
葉
月

あ
る
べ
し
、
釣
に

つ
ら
る
る
あ
る
べ

し
、
道
に
つ
ら
る

る
あ
る
べ
し
」

私
訳
で
は
あ
り

ま
す
が
、「
昔
か

ら
の
賢
人
や
聖
人

が
、
水
の
辺
に
住

む
こ
と
も
あ
る
。

水
の
辺
に
住
む
時

に
は
、
魚
を
釣
る

こ
と
も
あ
り
、
人

を
釣
る
こ
と
も
あ

り
、
道
を
釣
る
こ

と
も
あ
る
。
こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
昔

か
ら
水
中
の
風
流

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
進
ん
で
真
の
自
己
を
明
ら

か
に
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
釣つ
り

を
釣
る
こ
と
も
あ

る
は
ず
で
あ
り
、
釣
に
釣
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
、

道
に
釣
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
」

結
論
と
し
て
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
没
頭
で
き
る
も
の
は

異
な
り
ま
す
が
、
異

な
る
が
故
に
、
自
分

で
分
か
ら
な
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
意
欲
が
、
突

然
発
揮
す
る
こ
と
も

あ
る
の
だ
と
思
う
の

で
す
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
ま
ず
は
そ
の

「
道
」
に
入
っ
て
み

る
こ
と
で
、
漠
然
と

し
た
な
か
か
ら
見
え

て
く
る
も
の
に
気
づ

き
、
仏
道
と
い
う
中

に
自
己
が
い
る
こ
と

を
ひ
ら
め
い
て
く
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
、
考
え
て
い
ま
す
。「
行ぎ
ょ
う
ず
る
」
と
い
う
こ
と
を
通

し
て
、
真
実
と
い
う
中
で
生
き
る
こ
と
。
や
が
て
、
時

節
因
縁
が
到
来
し
て
機
が
熟
せ
ば
、
そ
れ
な
り
に
分
か

っ
て
く
る
も
の
、
見
え
て
く
る
も
の
も
多
い
の
で
は
な

い
か
と
、
思
う
の
で
す
。

天
高
く
澄
み
き
っ
た
秋
空
に
、
心
地
よ
い
冷
風
が

感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

わ
が
家
の
長
男
は
虫
捕
り
が
大
好
き
で
、
時
間
が
あ

る
と
手
に
は
虫
取
り
網
を
、
首
か
ら
虫
か
ご
を
下
げ
て

散
策
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
虫
が
あ
ま
り
出
て
い
な
い

春
先
か
ら
、
虫
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
る
晩
秋
の
頃

ま
で
探
索
し
て
い
ま
す
。
虫
好
き
の
き
っ
か
け
に
な
っ

た
出
来
事
は
、
都
市
部
で
は
あ
ま
り
見
か
け
ら
れ
な
い

タ
マ
ム
シ
を
、
偶

然
に
も
生
き
た
ま

ま
玄
関
で
捕
ま
え

て
し
ま
っ
た
こ
と

が
原
因
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
あ
た
り
か
ら
、

蝉
、
カ
マ
キ
リ
、

テ
ン
ト
ウ
ム
シ
、

蝶
、
ク
ワ
ガ
タ
、

ド
ウ
ガ
ネ
ブ
イ
ブ

イ
、
蜻
蛉
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
虫
を

捕
ま
え
て
き
ま
し

た
。
実
は
私
は
虫
が
好
き
で
は
な
い
の
で
す
。
い
つ
も

虫
取
り
に
駆
り
出
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
多
少
は
抵
抗

が
な
く
な
っ
た
の
も
事
実
で
す
。
捕
ま
え
て
き
た
虫
を

息
子
は
絵
を
描
い
た
り
、
腕
に
の
せ
た
り
し
て
、
分
か

ら
な
い
こ
と
は
図
鑑
で
調
べ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
か
か

り
つ
け
の
耳
鼻
科
の
先
生
が
虫
博
士
で
、
そ
の
先
生
に

診
察
の
度
に
聴
い
て
楽
し
ん
で
い
る
姿
を
み
て
い
る
と
、

な
る
ほ
ど
、
と
思
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

道
元
禅
師
は
『
正

法
眼
蔵
』「
山
水
経
」

の
な
か
で
、「
あ
る

い
は
む
か
し
よ
り
の

賢
人
聖
人
、
ま
ま
に

水
に
す
む
も
あ
り
。

水
に
す
む
と
き
、
魚

を
つ
る
あ
り
、
人
を

つ
る
あ
り
、
道
を
つ

る
あ
り
。
こ
れ
と
も

に
古
来
水
中
の
風
流

な
り
。
さ
ら
に
す
す

み
て
自
己
を
つ
る
あ

る
べ
し
、
釣つ
り

を
つ
る

生 活 の 中 の 仏 教

道
に
釣
ら
れ
る

ま
ず
は
そ
の
道
に
入
っ
て
み
る
こ
と
で

ひ
ら
め
い
て
く
る
も
の
が
あ
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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無
視
で
き

な
か
っ
た

直
感
。

自
分
の
中
の
が
ん
と

向
き
合
い
続
け
て

個
人
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
し
て
家
族
を
支
え
、

ス
ポ
ー
ツ
や
ア
ウ
ト
ド
ア
な
ど
多
趣
味
に
生
き
る

野
口
の
り
子
さ
ん
（
65
歳
）
は
あ
る
日
、

自
ら
の
体
が
が
ん
に
侵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

日
本
で
は
現
在
年
間
6
万
人
も
の
女
性
が

罹
患
し
て
い
る
と
い
う
乳
が
ん
だ
っ
た
。

以
来
5
年
以
上
に
渡
る

野
口
さ
ん
の
葛
藤
と
心
情
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。

1
日
も
早
く 

切
り
た
か
っ
た
違
和
感

二
〇
一
六
年
の
六
月
、
お
風
呂
に
入
る
時
に

右
の
胸
の
肌
に
、
小
さ
な
引
き
つ
り
の
よ
う
な

も
の
を
見
つ
け
た
ん
で
す
。
痛
み
も
何
も
感
じ

な
か
っ
た
の
で
様
子
を
見
て
い
た
の
で
す
が
、

ひ
と
月
ほ
ど
し
た
ら
も
っ
と
奥
に
く
ぼ
み
始
め

て
い
て
、
こ
れ
は
良
く
な
い
も
の
だ
と
い
う
直

感
が
し
ま
し
た
。
特
に
体
調
の
変
化
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
き
っ
と
が
ん
だ
ろ
う
と
い
う

予
感
が
し
て
、
す
ぐ
に
何
か
し
な
け
れ
ば
と
思

っ
た
ん
で
す
。

最
初
は
世
田
谷
区
の
が
ん
検
診
に
行
き
、
東

京
医
療
セ
ン
タ
ー
を
紹
介
さ
れ
て
検
査
を
受
け

る
と
、
後
日
間
違
い
な
く
乳
が
ん
で
あ
る
と
伝

え
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
で
も
そ
う
思
っ
て
い
た

し
、
一
日
も
早
く
手
術
し
て
悪
い
と
こ
ろ
を
切

っ
て
ほ
し
い
、
と
先
生
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

実
は
、
早
く
に
夫
を
肺
が
ん
で
亡
く
し
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
時
は
手
術
の
順
番
待
ち
を
し

て
い
る
一
ヶ
月
く
ら
い
の
間
に
、
も
う
手
術
が

難
し
い
く
ら
い
ま
で
進
行
し
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。
結
果
、
三
年
後
に
四
十
一
歳
の
若
さ
で
他

界
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
思
う
と
、
な
ぜ
あ

の
時
も
っ
と
先
生
方
に
要
求
せ
ず
、
た
だ
待
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
と
悔
や
む
気
持
ち
が
あ
り
ま

す
。自

分
が
乳
が
ん
と
知
ら
さ
れ
た
時
は
、
強
く

お
願
い
し
た
甲
斐
も
あ
っ
た
の
か
、
検
査
結
果

か
ら
一
〇
日
ほ
ど
で
順
番
が
空
い
た
と
こ
ろ
に

入
れ
て
も
ら
い
、
部
分
切
除
の
手
術
を
受
け
ま

し
た
。
最
初
に
違
和
感
を
感
じ
て
か
ら
三
ヶ
月

後
、
二
〇
一
六
年
の
九
月
の
こ
と
で
す
。
手
術

後
に
抗
が
ん
剤
治
療
と
、
放
射
線
治
療
の
た
め

の
入
院
も
し
ま
し
た
。

消
え
て
く
れ
な
い
傷
跡
、 

自
ら
を
奮
い
立
た
せ
て

そ
の
後
は
三
ヶ
月
ご
と
の
定
期
検
診
に
通
う

だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
手
術
の
傷
跡
が

一
向
に
良
く
な
ら
な
い
こ
と
が
気
が
か
り
で
し

た
。
傷
は
消
え
な
い
し
、
肌
の
色
も
戻
ら
な
い
。

し
か
も
だ
ん
だ
ん
黒
っ
ぽ
く
な
り
始
め
た
の
を

見
て
、
直
感
的
に
、
ま
だ
が
ん
の
原
発
が
残
っ

て
い
る
、
と
思
い
ま
し
た
。
本
当
に
大
丈
夫
な

の
か
と
先
生
に
お
聞
き
し
た
の
が
二
〇
一
九
年

の
春
の
検
診
の
時
で
す
。
再
発
し
た
の
か
、
も

し
く
は
ず
っ
と
残
っ
て
い
た
の
か
、
先
生
に
聞

い
て
も
明
言
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
結
果
と
し
て
二
回
目
の
手
術
が
必
要
と

な
り
、
今
度
は
全
摘
手
術
を
受
け
ま
し
た
。

二
回
目
の
手
術
ま
で
は
検
診
も
三
ヶ
月
ご
と

で
し
た
し
、
仕
事
も
が
ん
に
な
る
前
と
ほ
ぼ
変

わ
ら
な
い
働
き
方
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
午
後

か
ら
翌
朝
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の

東
京
都
世
田
谷
区

野
口
の
り
子
さ
ん取

材 

柳
澤
円
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日
々
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
て
、
手
の
む
く
み
や
喉

の
痛
み
、
発
熱
、
つ
ま
先
の
ち
ょ
っ
と
し
た
し

び
れ
な
ど
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
で
も
そ
う
し

た
副
作
用
も
月
曜
日
に
は
す
っ
か
り
引
い
て
い

る
の
で
、
ま
た
月
曜
か
ら
は
通
常
通
り
仕
事
に

行
く
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

二
回
目
の
手
術
以
降
は
、
働
き
方
に
も
無
理

を
し
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
個
人
で
事
業

を
し
て
い
る
あ
り
が
た
さ
で
も
あ
り
ま
す
が
、

少
し
発
熱
が
あ
っ
た
り
怠
さ
が
あ
る
と
き
は
無

理
を
せ
ず
、
帰
宅
し
て
寝
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。
夜
勤
を
す
る
こ
と
も
控
え
て
、
朝
仕
事
を

し
た
ら
昼
は
少
し
体
力
を
温
存
し
、
夕
方
ま
た

仕
事
に
行
く
よ
う
な
こ
と
が
多
い
で
す
。
収
入

を
得
ら
れ
る
時
間
は
限
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

あ
り
が
た
い
こ
と
に
平
日
の
通
勤
の
た
め
に
タ

ク
シ
ー
を
呼
ん
で
く
だ
さ
る
方
が
い
る
ん
で
す
。

タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
な
っ
て
一
七
年
、
以
前
は

待
機
し
た
り
固
定
客
に
頼
る
よ
り
都
内
を
流
し

て
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
が
ん
と
の
共
生

や
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
こ
う

し
た
お
客
様
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
本
当
に
あ
り

が
た
い
で
す
。
丁
寧
な
仕
事
を
し
て
応
え
た
い

と
思
う
と
、
励
み
に
も
な
り
ま
す
。

夫
を
早
く
亡
く
し
た
こ
と
や
自
分
の
が
ん
な

ど
、
大
変
な
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で

も
何
と
か
や
っ
て
こ
れ
た
の
は
、
支
え
て
く
れ

た
家
族
や
お
友
だ
ち
、
お
客
様
や
仕
事
が
あ
る

お
か
げ
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
二
週
に
一
度
の
抗

が
ん
剤
治
療
が
こ
の
先
ど
の
く
ら
い
続
く
の
か
、

そ
れ
は
ま
だ
全
く
未
知
の
こ
と
な
の
で
す
が
、

仮
に
全
治
す
る
こ
と
が
難
し
く
と
も
、
現
状
を

維
持
し
な
が
ら
い
つ
ま
で
も
元
気
で
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

今
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
か
わ
い
い
三
人

の
孫
た
ち
で
す
ね
。
時
々
遊
び
に
来
て
く
れ
る

の
が
励
み
に
な
り
ま
す
し
、
み
ん
な
優
し
い
子

な
ん
で
す
よ
。
一
緒
に
海
に
行
っ
た
り
、
冬
は

ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
に
行
け
る
日
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。

で
す
が
、
二
度
目
の
手
術
後
は
処
方
さ
れ
た
ホ

ル
モ
ン
の
お
薬
が
う
ま
く
効
か
ず
、
お
腹
が
痛

く
な
っ
た
り
、
顔
も
手
足
も
ひ
ど
く
む
く
む
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
む
く
み
は
下

を
向
く
と
息
苦
し
い
ほ
ど
で
、
喉
元
が
閉
ま
っ

て
し
ま
い
そ
う
な
感
覚
も
し
ま
し
た
。
薬
の
副

作
用
な
の
か
病
気
の
症
状
な
の
か
も
明
確
に
は

分
か
ら
ず
、
し
か
し
仕
事
柄
、
急
に
お
手
洗
い

に
行
く
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
る
の
で
何
と

か
し
た
か
っ
た
。
も
し
も
遺
伝
子
に
原
因
が
あ

る
な
ら
別
の
薬
も
試
せ
る
と
聞
き
、
一
縷
の
望

み
と
と
も
に
遺
伝
子
検
査
も
受
け
ま
し
た
が
、

遺
伝
子
は
全
く
関
係
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
結
局
は
薬
の
服
用
を
や
め
る
と
共
に
、
二

〇
二
一
年
の
三
月
か
ら
再
び
抗
が
ん
剤
治
療
を

し
て
い
ま
す
。

抗
が
ん
剤
治
療
は
頭
髪
が
抜
け
て
し
ま
う
こ

と
が
避
け
ら
れ
ず
、
最
初
に
体
験
し
た
脱
毛
の

悲
し
み
を
思
い
出
す
と
戸
惑
い
も
大
き
か
っ
た

の
で
す
が
、
治
療
前
に
美
容
院
に
行
っ
て
心
を

決
め
ま
し
た
。
地
毛
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
に
し

て
も
ら
っ
た
後
で
、
ウ
ィ
ッ
グ
も
同
じ
よ
う
に

カ
ッ
ト
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
見
た

と
き
、
よ
し
！
と
抗
が
ん
剤
治
療
に
対
す
る
心

づ
も
り
が
で
き
ま
し
た
。

自
分
ら
し
く
、
未
来
目
線
で 

病
と
向
き
合
う

現
在
、
抗
が
ん
剤
治
療
は
二
週
間
ご
と
。
治

療
日
は
午
前
中
だ
け
仕
事
を
し
て
、
午
後
か
ら

三
時
間
ほ
ど
点
滴
を
受
け
て
い
ま
す
。
治
療
後

は
運
転
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
娘
が
一
緒

に
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
多
く
て
助
か
っ
て
い

ま
す
。

い
つ
も
水
曜
日
に
治
療
を
終
え
る
と
、
翌
日

の
木
曜
・
金
曜
と
問
題
な
く
動
く
体
が
、
金
曜

の
夜
遅
い
時
間
に
な
る
と
だ
る
く
な
っ
て
き
ま

す
。
そ
れ
か
ら
風
邪
を
ひ
い
た
と
き
の
よ
う
に

関
節
が
痛
み
だ
し
、
体
が
む
く
ん
で
、
土
日
は

寝
て
過
ご
す
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
以
外

は
別
に
吐
き
気
な
ど
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
普
段

は
食
事
に
も
制
限
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
症
状

な
ど
は
病
院
か
ら
い
た
だ
い
た
専
用
の
手
帳
に
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「
坐
れ
ば
み
な
仏
」	

―
異
文
化
の
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
禅
仏
教
の
魅
力

藤
木	

森
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
渡
ら
れ
て
ど
の
く
ら
い

に
な
り
ま
す
か
。

森	

今
年
で
三
年
目
に
な
り
ま
す
。
私
が
勤
務
す
る

曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
は
、
現
在
Ｉ
Ｔ
企
業
が

多
く
集
ま
る
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
の
北
端
に
位
置

し
て
い
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
あ
ち
こ
ち

の
禅
セ
ン
タ
ー
に
法
話
や
参
禅
指
導
に
行
っ
た

り
、
坐
禅
会
を
し
た
り
、
英
語
と
日
本
語
の
両

方
で
季
刊
誌
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

藤
木	

あ
ち
ら
で
実
際
に
見
る
禅
事
情
を
ご
覧
に
な
っ

て
い
か
が
で
す
か
。

森	

こ
ち
ら
に
は
日
本
の
よ
う
な
お
寺
や
仏
教
文
化

が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
あ
る
禅
セ
ン
タ
ー
の
指
導

者
た
ち
は
、
自
宅
や
駐
車
場
を
改
装
し
て
坐
禅

の
布
教
を
始
め
、
そ
こ
に
共
鳴
し
て
き
た
人
た

ち
に
支
え
て
も
ら
い
な
が
ら
一
緒
に
禅
セ
ン
タ

ー
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
き
て
い
ま
す
。

と
て
も
パ
ワ
フ
ル
で
す
ね
。

藤
木	

ア
メ
リ
カ
の
方
は
な
ぜ
禅
に
惹
か
れ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
か
。

森	

ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
文
化
が
、
日
本
の
文
化
と
は

全
く
違
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
は
靴
を
脱
が
な
い
文
化
で
す
し
、
寝

る
前
で
は
な
く
、
出
か
け
る
前
に
シ
ャ
ワ
ー
を

浴
び
る
人
が
多
い
で
す
。
か
ら
だ
の
汚
れ
を
落

と
し
、
キ
レ
イ
に
調
え
て
か
ら
就
寝
す
る
日
本

人
の
感
覚
と
は
全
く
違
い
ま
す
。
日
本
人
に
と

っ
て
当
た
り
前
な
こ
と
で
も
、
彼
等
の
目
に
映

る
日
本
の
文
化
や
数
々
の
作
法
と
い
っ
た
も
の

が
、
特
別
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、
キ
リ
ス
ト
教
が
文
化
の
基
盤
に
あ
り

ま
す
ね
。
当
然
社
会
の
考
え
方
も
そ
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
て
い
ま
す
。	

例
え
ば
同
性
愛
の

方
が
行
き
場
を
失
う
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
最
近
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
し
て
友
好
的
な

教
会
が
増
え
て
き
ま
し
た
が
、
基
本
的
な
考
え

と
し
て
は
、
同
性
愛
は
「
罪
」
な
ん
で
す
。
罪

び
と
に
さ
れ
て
し
ま
う
人
た
ち
は
、
教
会
に
行

っ
て
も
救
っ
て
も
ら
え
な
い
、
で
は
ど
こ
に
行

け
ば
救
い
が
あ
る
の
か
。
そ
の
点
仏
教
で
は
、

性
別
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
は
等
し

く
仏
性
が
あ
り
、
坐
れ
ば
み
な
仏
で
す
。
と
て

も
シ
ン
プ
ル
で
す
ね
。
難
し
い
教
義
も
い
り
ま

せ
ん
。
実
際
に
坐
っ
て
み
る
と
感
覚
的
に
得
ら

れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
の
人
達
に

も
す
ご
く
魅
力
的
に
映
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

社
会
生
活
へ
の
活
用
を
目
指
す	

ア
メ
リ
カ
の
禅
信
者

藤
木	

ア
メ
リ
カ
で
も
随
分
と
熱
心
な
方
は
た
く
さ
ん

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

森	

禅
に
信
仰
の
篤
か
っ
た
方
で
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ

ョ
ブ
ズ
氏
（
ア
メ
リ
カ
の
起
業
家
。
ア
ッ
プ
ル
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
社
の
元
最
高
経
営
責
任
者
。
二
〇
一
一
年

没
）
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
彼
は
禅
を
ビ

ジ
ネ
ス
に
も
生
か
し
た
方
で
し
た
。
ジ
ョ
ブ
ズ

は
随
分
禅
に
の
め
り
込
ん
で
い
た
み
た
い
で
す
。

本
当
は
出
家
し
て
永
平
寺
に
修
行
に
行
き
た
い

と
師
に
言
っ
た
ら
、「
あ
な
た
は
お
坊
さ
ん
で

は
な
く
て
、
社
会
人
と
し
て
そ
の
ま
ま
自
分
の

「
多
種
多
様
な
方
々
に
開
か
れ
た

　
禅
の
場
を
創
っ
て
い
き
た
い
で
す
」

森
（
ア
メ
リ
カ
・
曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
駐
在
）

香
有  

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

　　　　　　　　1986 年東京生まれ。駒澤大学高
等学校、駒澤大学仏教学部仏教学科、愛知専門尼僧
堂、曹洞宗総合研究センター研修生、曹洞宗宗務庁
勤務等を経て、現在はアメリカ合衆国カリフォルニ
ア州サンマテオ市に所在する「曹洞宗国際センタ
ー」書記として勤務。また、オンラインのお寺、「ぶ
っだてらす」を運営。オンラインで悩み相談を受け
たり、坐禅会を行ったり、誰でも気軽に僧侶と繋が
れるオンライン上の場所づくりを目指している。

もり・こうゆう

東
京
都
ご
出
身
の
森
香
有
師
は
、

現
在
ア
メ
リ
カ
西
部
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
の
近
く
に
あ
る

サ
ン
マ
テ
オ
市
の
曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
ご
活
躍
中
で
す
。

一
年
ぶ
り
に
ご
家
族
で
日
本
に
戻
ら
れ
て
い
る
機
会
に
、

お
話
を
伺
い
ま
し
た（
取
材
日
：
令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
）。
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サンフランシスコ市内で行われた坐禅会の様子。「受者のみなさんはIT
関連企業の運営者で坐禅に対する関心が非常に高かったです」（森師）

アメリカ・カリフォルニ
ア州サンマテオ市にあ
る曹洞宗国際センター

の
方
に
禅
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
場
所
と
し
て

開
放
し
て
い
け
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

藤
木	

今
森
さ
ん
が
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
場
所
は
、
大

切
に
な
っ
て
く
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ（
性
的
少
数
者
）の
受
け
入
れ
を	

進
歩
的
に
行
っ
て
い
る	

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー

森	

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み

は
、
と
て
も
寛
容
で
参
考
に
な
り
ま
す
。
多
種

多
様
な
人
が
出
入
り
し
て
い
て
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
で

も	

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
（
性
的
少
数
者
）
タ
ウ
ン
と
言
っ
て
、

レ
イ
ン
ボ
ー
カ
ラ
ー
を
掲
げ
て
い
る
都
市
で
、

更
に
そ
う
い
う
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
人
た
ち
の
た
め
の

街
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
も
別
の
禅
セ
ン
タ
ー

が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
住
職
も
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
方
で

す
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
方
た
ち
が
安

心
し
て
集
ま
れ
る
場
所
が
あ
る

わ
け
で
す
。

　

参
禅
の
申
し
込
み
の
フ
ォ
ー

ム
に
は
、
性
別
を
記
載
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
体
の

性
別
、
心
の
性
別
、
そ
し
て
、

ど
ち
ら
と
し
て
扱
っ
て
ほ
し
い

か
と
い
う
記
入
欄
が
あ
る
ん
で

す
。
こ
う
い
っ
た
配
慮
は
、
ま
だ
ま
だ
日
本
に

は
見
ら
れ
な
い
取
り
組
み
で
す
の
で
、
す
ご
く

進
ん
で
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、

誰
で
も
ど
こ
か
ら
で
も
繋
が
れ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
布
教
活
動
を
主
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
現
在
は
誰
で
も
気
軽
に
坐
禅
を

体
験
で
き
、
気
軽
に
僧
侶
に
悩
み
相
談
が
で
き

る
オ
ン
ラ
イ
ン
の
お
寺
「
ぶ
っ
だ
て
ら
す
」
を

運
営
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
人
の
役
に
立
ち

た
い
お
坊
さ
ん
と
、
一
般
の
方
々
を
も
っ
と
も

っ
と
繋
い
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

藤
木	

こ
れ
か
ら
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ス
タ
イ
ル
を
貫
き
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
そ
う

で
す
。
な
ぜ
ジ
ョ
ブ
ズ
が
そ
こ
ま
で
禅
に
惹
か

れ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
答
え
は
自
分
の
中
に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
禅
を
通
じ
て
感
じ
て
い

た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

禅
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
生
か
す
と
い
う
の
は
、
本
来

の
禅
で
は
な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
日
本
の

お
坊
さ
ん
に
は
怒
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
イ
メ

ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
語
り
合
う
の
は
普
通
の
こ
と
で
、

一
般
の
人
は
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
て
い
ま
す
。

禅
を
す
る
と
ど
う
な
る
の
？
と
い
う
疑
問
は
、

多
く
の
人
が
持
つ
と
思
い
ま
す
。
禅
と
生
産
活

動
の
関
係
性
の
と
こ
ろ
を
皆
聴
き
た
い
の
で
す

が
、「
こ
う
だ
か
ら
、
こ
う
な
る
」
と
は
誰
も

教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
ア
メ
リ
カ
の
人
た
ち
は
そ
こ
で
あ
き
ら

め
ず
に
探
求
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
言
語
化
し

ま
す
。
様
々
な
人
が
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら

突
き
詰
め
て
い
こ
う
と
す
る
。
例
え
ば
脳
科
学
、

心
理
学
、
物
理
学
、
生
物
学
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
い
っ
た
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
分
野
と

紐
付
け
て
禅
を
体
系
化
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

情
報
を
発
信
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
ん
ど
ん

強
化
し
て
い
き
ま
す
。
禅
に
触
れ
て
、
何
か
を

感
じ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
を
日
常
に
取

り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
ア
メ
リ

カ
の
方
々
は
日
本
人
よ
り
も
上
手
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

プ
チ
修
行
を
し
た
い
人
た
ち
に	

開
か
れ
た
寺
と
し
て

藤
木	

今
後
の
活
動
と
し
て
な
に
か
ア
イ
デ
ィ
ア
は
お

持
ち
で
す
か
。

森	

は
い
。
正
式
な
修
行
道
場
で
は
な
く
、
そ
の
前

段
階
の
よ
う
な
プ
チ
修
行
を
し
た
い
人
た
ち
が

来
ら
れ
る
よ
う
な
場
所
づ
く
り
に
携
わ
り
た
い

思
い
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
一
般
の
方
が
少
し

修
行
し
て
み
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
、
日

本
に
は
、
い
わ
ゆ
る
修
行
道
場
と
一
般
の
お
寺

の
間
に
な
る
よ
う
な
一
般
の
方
が
修
行
で
き
る

と
こ
ろ
が
と
て
も
少
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

海
外
の
方
に
「
日
本
で
禅
の
修
行
を
し
た
い
の

で
、
ど
こ
か
教
え
て
も
ら
え
ま
す
か
」
と
訊
か

れ
て
も
、
結
局
は
私
も
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
（
グ
ー

グ
ル
・
世
界
最
大
の
検
索
プ
ロ
グ
ラ
ム
）	

で
探
し
た

り
し
ま
す
。
正
式
な
修
行
道
場
に
は
出
家
得
度

を
し
て
い
な
い
と
入
れ
ま
せ
ん
し
、
こ
ん
な
に

お
寺
は
あ
る
け
れ
ど
、
ど
こ
を
紹
介
し
た
ら
良

い
の
だ
ろ
う
と
思
案
し
て
し
ま
い
ま
す
。
現
在

は
自
分
の
お
寺
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
で
き

れ
ば
そ
う
い
う
お
寺
を
開
い
て
、
も
っ
と
一
般
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