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ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
は
自
分
が
つ

ら
か
っ
た
と
き
に
自
分
を
支
え
た
考

え
を
再
現
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
は
じ
め
か
ら
「
い
の
ち
は
自

分
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
」
と
言
っ

て
も
、
相
手
の
心
に
な
か
な
か
届
か

な
い
で
し
ょ
う
。

「
予
測
で
き
な
い
。
何
が
起
こ
る
か

は
分
か
ら
な
い
。」
こ
こ
に
す
で
に

希
望
が
あ
り
、
自
己
超
越
の
手
が
か

り
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
者
や
教
師
は

答
え
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

こ
の
よ
う
な
未
だ
見
え
て
い
な
い
も

の
を
信
ず
る
姿
勢
を
求
め
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
答
え
よ
り

も
そ
う
し
た
姿
勢
が
人
の
心
を
動
か

す
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

日
本
自
殺
予
防
学

会
で
「
な
ぜ
自
殺
を

し
て
は
い
け
な
い

か
」
と
い
う
題
で
自

殺
予
防
の
専
門
家
で

あ
る
精
神
科
医
と
対
談
を
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

日
々
が
辛
く
生
き
る
力
が
わ
い
て
こ
な
い
、
生
き
て
い

る
意
味
が
わ
か
ら
な
い
、
と
に
か
く
死
に
た
い
、
死
ん

で
ら
く
に
な
り
た
い
─
─
こ
の
よ
う
に
感
じ
続
け
、
行

き
詰
ま
っ
て
い
る
人
に
ど
う
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。

「
自
分
の
い
の
ち
を
粗
末
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い

う
の
が
昔
な
が
ら
の
言
葉
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
さ
ほ

ど
の
つ
ら
さ
を
感
じ
て
い
な
い
者
と
し
て
は
、「
近
親

や
親
し
い
者
が
ど
れ
ほ
ど
力
を
落
と
す
か
考
え
て
ほ
し

い
」
と
い
う
の
が
、
も
っ
と
も
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
当
事
者
は
「
他
の
人
の
こ
と
な
ど
考

え
て
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
死
に
た
い
と
思
う
人

の
本
音
で
し
ょ
う
。
他
の
人
の
激
し
い
落
胆
を
考
え
る

ほ
ど
の
心
の
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
、
自
殺
を
実
行
し
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ
た
と
感
じ
は
し
な

い
で
し
ょ
う
。

ど
つ
ぼ
に
は
ま
っ
た
心
を
、
他
の
人
の
気
持
ち
を
考

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
ど
う
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
二
十
歳
前
後
に
そ

ん
な
状
態
に
陥
っ
て
、
六
十
歳
前
後

の
現
在
ま
で
そ
ん
な
心
の
状
態
か
ら

は
な
れ
ら
れ
な
い
、
だ
け
ど
そ
う
い

う
人
た
ち
を
助
け
る
活
動
が
し
た
い
、

そ
う
い
う
知
人
と
話
し
合
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
た
く
さ
ん
教
え
ら
れ
て
、
私
な
り
に
思
い
至

っ
た
の
は
、「
い
つ
ま
で
も
今
の
よ
う
な
つ
ら
さ
が
続

く
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
か
け
で
し

た
。「
少
し
様
子
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
」、「
先

の
こ
と
ま
で
な
か
な
か
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
」。
そ
し
て
、

「
も
し
か
す
る
と
生
き
て
い
て
よ
か
っ
た
と
思
う
と
き

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
誰
も
が
ふ

だ
ん
か
ら
感
じ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、「
そ
う
い
え
ば

そ
う
だ
」
と
思
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
運

が
あ
り
、
縁
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
死
者
も

含
め
家
族
や
他
の
人
が
居
て
、
天
地
万
物
も
あ
る
か
ら

運
も
変
わ
り
、
縁
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。」
と
い
う
こ
と
は
「
い
の
ち
は
自
分
だ
け
の
も
の
で

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。「
思
い

が
け
な
い
恵
み
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
は
言
え
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
ま
で
言
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
す
い
す
い
と
進
む
な
ど
と
は
思
っ
て
い

い
の
ち
は

自
分
だ
け
の

も
の
で
は
な
い

し
ま
ぞ
の  

す
す
む

１
９
４
８ 

年
生
ま
れ
。宗
教
学
者
。

東
京
大
学
大
学
院
名
誉
教
授
。
上

智
大
学
神
学
部
特
任
教
授
。
同
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
所
長
。
専
門

は
日
本
宗
教
史
。
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境内では柴犬の柚（ゆず）と梛（なぎ）がお出迎え

お
葬
式
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と

加
藤
＝
奈
良
さ
ん
は
、
鶯
谷
の
お
寺
の
ご
長
男
と
し
て

お
生
ま
れ
に
な
り
、
僧
侶
と
し
て
ご
修
行
な
さ
れ
る
と

と
も
に
、
大
学
で
研
究
を
続
け
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
。

大
学
院
で
は
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
、

お
寺
を
継
ぎ
、
お
坊
さ
ん
に
な
る
こ
と
は
い
つ
頃
決
め

ら
れ
た
の
で
す
か
。

奈
良
＝
中
学
生
の
時
で
す
ね
。
幼
い
頃
か
ら
寺
の
作
業

を
手
伝
っ
て
い
ま
す
。
法ほ

う

清せ
い

寺じ

は
一
六
四
九
（
慶
安
二
）

年
か
ら
あ
り
ま
し
て
、
昔
は
檀
家
数
が
か
な
り
少
な
か

っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
父
親
は
大
学
の
教
授
を
し
な

が
ら
寺
を
護
っ
て
い
ま
し
た

が
、
檀
家
さ
ん
が
増
え
て
き

て
か
ら
は
そ
れ
も
き
つ
く
な

り
ま
し
た
。
私
が
高
校
・
大

学
く
ら
い
の
時
か
ら
お
檀
家

さ
ん
が
増
え
だ
し
、
高
校
の

頃
に
は
、
父
に
代
わ
っ
て
お

通
夜
に
行
か
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

加
藤
＝
高
校
生
で
お
通
夜

に
！　

お
父
上
は
駒
澤
大
学

の
学
長
や
永
平
寺
の
西せ

い

堂ど
う

も

お
盆
の

過
ご
し
か
た

聞
き
手 ‖

 

加
藤
順
子

奈
良
修
一
師  

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

死
を
想
い
、

命
の
繋
が
り
に

気
づ
く

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
症
法
の
五
類
と
な
り

初
め
て
の
お
盆
が
や
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
数
年
は
、
お
彼
岸
の
墓
参
や
お
盆
の
迎
え
火
な
ど
も

自
粛
し
て
い
た
方
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
の
夏
に
は
、
普
段
は
会
う
こ
と
の
出
来
な
い
家
族
や
親
戚
、

地
元
の
友
人
と
の
会
食
を
計
画
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
は
お
盆
時
期
の
楽
し
み
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

歴
史
学
者
で
も
あ
る
奈
良
修
一
師
は
、
多
様
な
お
墓
事
情
が
あ
る
い
ま
、

お
盆
と
い
う
行
事
の
意
義
を
再
確
認
し
て
欲
し
い
と
仰
い
ま
す
。

こ
の
行
事
を
と
お
し
て
、
自
分
の
い
の
ち
の
有
り
難
さ
、

日
々
の
お
参
り
の
し
か
た
な
ど
を
知
り
、

よ
り
豊
か
な
夏
を
迎
え
る
た
め
の
お
話
し
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

な
ら
　
し
ゅ
う
い
ち

東
京
都
生
ま
れ
。
曹
洞
宗
の
僧

侶
で
、
歴
史
学
者
。
慶
應
義
塾

大
学
か
ら
同
大
学
院
へ
進
み
、

文
学
部
史
学
科
東
洋
史
を
専
攻

し
、
明
清
外
交
史
を
中
心
に
研

究
。
一
九
九
〇
年
に
オ
ラ
ン
ダ

に
あ
る
ラ
イ
デ
ン
大
学
に
研
究

員
と
し
て
留
学
し
、
オ
ラ
ン
ダ

東
イ
ン
ド
会
社
の
研
究
を
深
め

る
。
現
在
は
、
公
益
財
団
法
人

中
村
元
東
方
研
究
所
の
研
究
員

で
あ
り
、
東
京
都
台
東
区
に
あ

る
法
清
寺
の
住
職
で
も
あ
る
。

著
書
に
『
鄭
成
功
─
南
海
を
支

配
し
た
一
族
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。
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ら
な
い
。
理
屈
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
。

加
藤
＝
先
日
義
理
の
父
を
見
送
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ

期
間
中
に
入
院
し
て
い
た
の
で
、
結
局
会
え
ず
終
い
で

し
た
。
な
の
で
、
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
て
か
ら
も
変
わ

ら
ず
病
院
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
実
感
が
湧
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

奈
良
＝
そ
う
い
う
方
、
多
い
で
す
ね
。
お
葬
式
と
い
う

の
は
一
つ
の
け
じ
め
に
な
り
ま
す
し
、
参
列
者
や
遺
族

に
と
っ
て
け
じ
め
を
つ
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
精
進
落
と
し
の
場
で
、
故
人
の
思
い
出

を
い
ろ
い
ろ
話
す
の
を
、「
う
わ
さ
供
養
」
と
い
う
ん

で
す
。

加
藤
＝
う
わ
さ
供
養
。
初
め
て
聞
き
ま
し
た
。

奈
良
＝
こ
れ
は
下
町
の
言
葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
う
ち

の
総
代
さ
ん
が
よ
く
使
っ
て
い
て
、
告
別
式
が
終
わ
っ

て
火
葬
し
て
戻
っ
て
き
て
、
そ
の
後
、
精
進
落
と
し
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
「
ど
う
ぞ
亡
く
な
っ
た
方
の

思
い
出
を
い
ろ
い
ろ
話
し
て
く
だ
さ
い
、
う
わ
さ
供
養

で
す
の
で
」
っ
て
。
故
人
に
想
い
を
馳
せ
、
参
列
者
た

ち
が
そ
れ
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
故
人
へ
の
気
持
ち
を

濃
く
し
、
ま
た
整
理
し
て
い
く
、
大
事
な
ご
供
養
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

「
お
盆
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
？

加
藤
＝
お
盆
と
い
え
ば
、
ご
先
祖
様
を
自
宅
に
お
迎
え

し
て
ご
供
養
し
た
り
、
盆
踊
り
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、

そ
も
そ
も
な
ぜ
「
お
盆
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
＝
お
盆
の
行
事
は
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

」
と
も
言
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
三
〜
四
世
紀
の
竺じ

く

法ほ
う

護ご

と
い
う
人
が
イ

ン
ド
の
お
経
を
翻
訳
し
た
と
さ
れ
る
『
盂
蘭
盆
経
』
か

ら
と
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
仏
さ
ま
の
弟
子

の
目
連
さ
ん
が
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
お
母
さ
ん
を
供
養

し
て
救
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
書
か

れ
て
い
る
よ
う
に
亡
く
な
っ
た
方
や
ご
先
祖
様
を
偲
び

供
養
す
る
仏
教
行
事
を
略
し
て
「
お
盆
」
と
い
っ
た
の

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
言
葉
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
ウ
ド
ゥ
・
ラ
ン
」（
逆
さ

に
吊
す
）
と
い
う
言
葉
か
ら
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
と
い
う
語

に
な
り
、
こ
れ
が
「
盂
蘭
盆
」
に
な
っ
た
と
よ
く
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
意
味
が
取
り
に
く
い
の
で
す
。
そ
れ

よ
り
も
、
次
に
紹
介
す
る
説
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い

と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
時
代
の
イ
ン
ド
で
は
「
雨う

安あ
ん

居ご

」
と
言
っ
て
雨
期
に
三
か
月
間
家
に
こ
も
り
ま
す
。

そ
れ
が
終
わ
る
と
、
お
檀
家
さ
ん
た
ち
が
ご
飯
を
盛
っ

て
お
坊
さ
ん
た
ち
を
ご
供
養
す
る
ん
で
す
が
、
そ
の
時

務
め
ら
れ
た
奈
良
康
明
先
生
で
す
の
で
、
大
変
に
お
忙

し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
学
を
卒
業
さ
れ
た
あ
と
オ

ラ
ン
ダ
へ
留
学
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
い
か
が
で
し
た

か
。

奈
良
＝
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
で
研
究
を
し
て
い

た
の
で
す
が
、
そ
の
三
年
半
お
寺
か
ら
離
れ
ま
し
た
ら
、

お
葬
式
に
参
列
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
が
私
に
と

っ
て
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
お
寺
で
は
日
常
的
に
お
葬

式
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
で
す

か
ら
、「
死
」
が
身
近
で

は
な
く
、
自
分
が
こ
う
な

る
と
い
う
こ
と
を
身
近
に

体
験
し
に
く
い
ん
だ
な
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。

加
藤
＝
こ
こ
数
年
は
コ
ロ

ナ
も
あ
り
、
身
内
の
お
葬

式
以
外
に
参
列
す
る
機
会

は
、
特
に
減
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

奈
良
＝
そ
う
で
す
よ
ね
。

お
寺
に
い
る
と
お
檀
家
さ

ん
な
ど
の
お
葬
式
が
、
一

定
数
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
知
っ
て
い
る
方
が
亡
く
な

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
身
近
な
方
の
死
に
面
し
て
、
な

る
ほ
ど
こ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
な
、
い
つ
か
お
れ
も
こ

う
な
る
ん
だ
な
っ
て
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
い
る
わ
け

で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
一
般
の
方
は
そ
う
は
行
き
ま
せ
ん

ね
。
臨
終
も
病
院
で
す
し
、
こ
の
ご
ろ
は
家
族
葬
が
増

え
て
余
計
に
「
死
」
に
出
遭
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
お

葬
式
と
い
う
の
は
「
お
れ
も
い
つ
か
こ
う
な
る
」
こ
と

を
知
る
大
切
な
機
会
な
ん
で
す
。
お
葬
式
の
雰
囲
気
と

い
う
の
は
独
特
で
す
し
、
経
験
し
て
お
か
な
い
と
分
か
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アーチ状の屋根がモダンな本堂

ま
り
お
墓
が
あ
の
世
と
の
窓
み
た
い
に
な
る
ん
で
す
ね
。

加
藤
＝
お
墓
が
な
い
、
ま
た
は
遠
く
に
あ
る
方
は
ど
の

よ
う
に
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
＝
今
は
、
お
墓
の
場
所
も
形
式
も
様
々
で
す
ね
。

自
宅
で
の
迎
え
火
送
り
火
で
は
お
仏
壇
に
お
迎
え
す
る

方
が
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
お
位
牌
が
先
祖
と
の
語
ら

い
、
亡
き
人
の
語
ら
い
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。
お
墓
に
は
行
き
に
く
い
こ
と
も
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
お
位
牌
が
あ
れ
ば
故
人
や
ご
先
祖
様
を
と

て
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。
普
段
も
そ

う
で
す
が
、
お
盆
で
は
ご
先
祖
さ
ん
が
帰
っ
て
き
て
、

一
緒
に
過
ご
す
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て

故
人
や
ご
先
祖
様
と
の
関
係
を
再
確
認
し
、
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
感
謝
を
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
お

盆
と
い
う
の
は
重
要
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま

す
。

祈
り
の
心
を
声
に
の
せ
て

加
藤
＝
お
盆
の
時
期
に
心
掛
け
る
と
良
い
こ
と
な
ど
、

あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
＝
お
盆
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
に
お
仏
壇
や
お

位
牌
に
向
か
い
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
す
ね
。
単
に
手

を
合
わ
せ
る
だ
け
と
い
う
簡
単
な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、

自
分
は
自
分
で
あ
り
、
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
ん
だ
と

の
ご
飯
を
「
オ
ー
ダ
ナ
」
っ
て
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
の

オ
ー
ダ
ナ
を
の
せ
る
容
器
（
盆
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

盂
蘭
盆
と
い
う
言
葉
が
出
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
仏
教

学
者
の
辛か

ら

嶋し
ま

静せ
い

志し

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
説
は
な
か
な
か
分
か
り
や
す
い
か
な
と
い
う
気
が
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
ド
の
ほ
う
の
『
餓が

鬼き

事じ

経き
ょ
う』（『

ペ
ー
タ
ヴ

ァ
ッ
ト
ゥ
』）
と
い
う
経
典
に
も
目
連
さ
ん
の
お
話
が
載

っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
こ
の
話
し
が
「
盆
踊
り
」

の
起
源
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
母
さ
ん
が
救
わ

れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
目
連
さ
ん
が
踊
っ
た
の
が
盆
踊
り

の
起
源
だ
と
い
う
ん
で
す
が
、
実
を
言
い
ま
す
と
こ
の

盆
踊
り
の
話
は
日
本
だ
け
に
し
か
な
い
の
で
す
。『
ペ

ー
タ
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』
に
も
、『
荊け

い

楚そ

歳さ
い

時じ

記き

』
に
も
こ
の

お
話
が
載
っ
て
い
て
、「
喜
ん
だ
」
と
い
う
話
は
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、「
踊
っ
た
」
と
い
う
話
は
一
切
出
て

き
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
は
、
お

坊
さ
ん
は
音
楽
と
か
踊
り
に
触
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
お
坊
さ
ん
が
踊

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
ん
で
す
。

加
藤
＝
で
は
、
な
ぜ
日
本
で
は
こ
れ
が
盆
踊
り
の
起
源

と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
＝
そ
れ
は
、
空く
う

也や

さ
ん
の
踊
り
念
仏
の
影
響
で
し

ょ
う
。
楽
器
を
鳴
ら
し
、
踊
り
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
。

そ
の
念
仏
踊
り
が
盆
踊
り
と
結
び
付
い
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

加
藤
＝
今
年
の
夏
は
、
提
灯
の
明
か
り
の
下
で
踊
り
な

が
ら
、
ご
先
祖
様
と
の
繋
が
り
に
思
い
を
馳
せ
た
い
で

す
ね
。

奈
良
＝
お
盆
に
は
、
お
墓
へ
行
っ
て
迎
え
火
を
焚
き
ま

し
て
、
そ
の
火
を
提
灯
に
入
れ
て
自
宅
へ
持
ち
帰
り
ま

す
。
こ
の
ご
ろ
は
自
宅
の
前
で
や
る
こ
と
が
多
い
で
す

ね
。
お
盆
は
十
三
日
か
ら
十
五
日
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
本
来
は
、
旧
暦
の
七
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
で
す
。

更
に
い
え
ば
、
昔
の
考
え
で
は
新
し
い
日
は
、
明
け
方

か
ら
始
ま
り
ま
す
の
で
、
現
在
の
感
覚
で
は
、
十
六
日

の
明
け
方
ま
で
と
な
り
ま
す
。
十
三
日
の
夕
方
に
迎
え

火
を
し
て
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
し
、
十
六
日
の
夜
明

け
前
に
、
送
り
火
で
お
墓
ま
で
お
送
り
す
る
の
で
す
。

旧
暦
で
す
と
満
月
に
な
り
ま
す
の
で
、
明
る
い
月
明
か

り
の
も
と
、
盆
踊
り
が
で
き
た
の
で
す
ね
。
ご
先
祖
様

と
一
緒
に
踊
り
、
最
後
に
お
墓
ま
で
お
送
り
す
る
。
つ
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とてもかわいらしい「ふれ愛観音」（製作：西村公朝）

長老の梅ちゃんは15歳

る
自
分
の
命
が
有
難
い
も
の
で

あ
る
と
思
う
と
同
時
に
、
自
分

以
外
の
命
も
同
様
に
大
事
な
の

だ
と
感
じ
て
欲
し
い
で
す
ね
。

お
盆
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
繋

が
り
を
再
確
認
し
、
あ
る
意
味

で
親
戚
一
族
が
集
ま
っ
て
、
共
同
体
の
つ
な
が
り
を
再

確
認
す
る
と
い
う
重
要
な
儀
式
だ
と
思
う
ん
で
す
。

顔
を
合
わ
す
こ
と
で
、
自
分
の
命
の
大
事
さ
を
再
確

認
し
て
欲
し
い
で
す
。
み
な
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題

を
抱
え
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
袋
小
路
に
入
り
救

い
が
な
い
こ
と
で
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
く
こ
と
は
ぜ
ひ

避
け
た
い
で
す
ね
。
そ
う
し
た
と
き
に
は
、
ご
先
祖
様

や
、
家
族
、
親
戚
や
お
寺
と
相
談
す
る
こ
と
も
、
解
決

に
結
び
つ
く
ひ
と
つ
の
手
段
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

再
確
認
し
て
い
く
重
要
な
行
動
で
す
。
故
人
や
ご
先
祖

様
へ
の
気
持
ち
や
、
生
活
で
の
心
掛
け
な
ど
、
心
で
思

っ
て
い
る
だ
け
と
い
う
の
は
な
か
な
か
続
か
な
い
ん
で

す
よ
。
や
は
り
行
為
が
大
事
で
す
か
ら
、
手
を
合
わ
せ
、

口
で
唱
え
る
。
行
為
だ
け
で
心
が
な
く
て
も
困
る
わ
け

で
す
が
、
心
を
持
つ
よ
う
に
し
て
行
為
を
し
、
行
為
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
持
つ
と
い
う
、
両
輪
で
す
か

ら
ね
。
そ
れ
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も

そ
う
や
っ
て
日
々
感
謝
を
し
て
生
き
て
い
く
生
き
方
と

い
う
の
は
、
自
分
を
大
事
に
し
て
い
く
生
き
方
に
な
っ

て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
。

加
藤
＝
な
る
ほ
ど
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
家
で
手
を
合

わ
せ
る
と
き
に
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
、
今
日
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
か
、「
お
盆
が
近
い
で

す
ね
」
と
い
う
よ
う
な
語
り
か
け
で
も
い
い
わ
け
で
す

ね
。

奈
良
＝
お
経
を
唱
え
ら
れ
た
ら
な
お
い
い
で
す
が
、
祈

り
の
言
葉
と
い
う
の
が
重
要
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
黙

っ
て
心
の
中
で
と
い
う
の
は
結
構
難
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

口
に
出
し
て
唱
え
る
と
い
う
の
は
重
要
視
す
べ
き
で
す
。

加
藤
＝
「
南
無
〜
」
と
い
う
お
唱
え
の
し
か
た
が
手
軽

で
す
ね
。

奈
良
＝
曹
洞
宗
の
「
修し
ゅ

証し
ょ
う

義ぎ

」
で
も
、「
合
掌
し
、
低て
い

頭と
う

し
て
口
に
唱
え
て
い
わ
く
、
南
無
帰
依
仏
、
南
無
帰

依
法
、
南
無
帰
依
僧
」
と
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う

い
う
祈
り
の
言
葉
と
い
う
の
を
唱
え
ま
し
ょ
う
。
道
元

さ
ん
は
、

草
の
庵い

お

に

寝
て
も
醒さ

め
て
も　

申
す
こ
と

南
無
釈
迦
牟
尼
仏　

あ
わ
れ
み
た
ま
え

と
歌
に
も
詠
ん
で
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
唱
え
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

い
の
ち
は
繋
が
っ
て
い
る

加
藤
＝
コ
ロ
ナ
が
五
類
感
染
症
と
な
っ
た
今
年
の
夏
は
、

久
し
ぶ
り
に
実
家
に
帰
る
と
い
う
方
や
、
親
戚
が
集
ま

る
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
＝
ご
先
祖
さ
ま
に
想
い
を
馳
せ
て
手
を
合
わ
せ
る

時
に
は
、
連
綿
と
続
い
て
き
た
ご
先
祖
さ
ま
の
先
に
あ

読
者
か
ら
の
お
便
り

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
に
『
禅
の
友
』、

こ
の
十
年
ほ
ど
人
生
勉
強
を
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
菩
提
寺
で

あ
る
矢
上
の
正
覚
寺
さ
ん
で
行
わ

れ
て
い
る
梅
花
講
で
月
に
二
回
、

御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て
い
ま
す
。

先
日
は
春
彼
岸
の
御
詠
歌
や
御
和

讃
を
お
唱
え
し
て
き
ま
し
た
が
、

お
唱
え
す
る
梅
花
講
の
参
加
者
も

ず
い
ぶ
ん
と
減
っ
て
い
ま
す
。

十
年
前
に
主
人
が
亡
く
な
っ
た

時
、
家
に
籠
も
っ
て
い
た
私
に
何

度
も
連
絡
を
く
れ
て
、「
外
に
出

ま
し
ょ
う
」
と
連
れ
出
し
て
く
れ

た
の
が
方
丈
様
で
し
た
。
そ
れ
か

ら
は
永
平
寺
へ
の
参
拝
旅
行
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
お
寺
で
の
活
動
に
参

加
し
て
い
ま
す
。

長
崎
県
の
仏
教
婦
人
部
で
は
、

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
や
『
禅
の
友
』

の
表
紙
を
使
っ
て
「
お
年
玉
入

れ
」
を
作
り
販
売
し
、
売
上
金
を

寄
付
し
た
り
、
刺
し
子
な
ど
を
施

し
た
タ
オ
ル
を
縫
っ
て
永
平
寺
に

送
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
を

し
て
い
ま
す
。

御
詠
歌
や
ご
和
讃
は
、
私
が
主

人
を
亡
く
し
た
時
の
よ
う
に
、
自

分
が
身
近
な
仏
さ
ま
を
持
つ
と
、

胸
に
響
く
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
雲
山
ご
住
職
と
と
も
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
で
御
詠
歌
を
お
唱

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

青森県／中山禮子様…　　岩手県／𠮷田眞紀子様
岩手県／菊田信一様　　宮城県／村上治憲様
宮城県／高橋久美子様　山形県／西山昌子様
新潟県／黒井勇作様　　東京都／松岡和彦様
東京都／鈴木江莉奈様　神奈川県／清水悦子様
愛知県／重野宏美様　　愛知県／二村健一様
三重県／中北亜加利様　兵庫県／大野隆子様
京都府／今川嘉代子様　鳥取県／山下栄様
福岡県／古賀サチ子様　長崎県／大崎敏様
長崎県／織田武人様　　佐賀県／池内淳子様

曹洞禅グラフ163（冬）号プレゼント、故・須
田道輝老師解説『曹洞宗檀信徒経典』は次の
方々が当選されました。

今回の特集にご登場頂
いた奈良修一師のご著
書『鄭成功─南海を支
配した一族』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。…………… 2023年8月末必着

長
崎
県 

小
川
千
恵
子 

様

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

お 便 り 募 集

加藤順子│編集、ライター。駒澤大学大学院で仏教学を専攻。
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警
策く
さ

を
香
の
梅
む
込
い
吸
て
け
受
を

　

　

一
信
場
馬

あ
が
と
こ
た
し
験
体
を
禅
坐
し
少
頃
し
り
か
若
も
私

の
頭
が
念
雑
も
て
し
と
う
よ
し
一
統
神
精
。
す
ま
り

策
警
時
な
ん
そ
。
す
ま
い
ま
し
て
し
り
巡
々
堂
を
中

。
た
し
ま
い
ま
し
て
え
消
が
念
雑
で
瞬
一
と
る
け
受
を

現
表
に
事
見
が」
香
の
梅
「を
態
状
神
精
の
時
の
そ

し
用
活
に
分
二
十
を
力
つ
持
の
語
季
。
す
ま
い
て
し

県
川
奈
神

　

彦
邦
沢
野
小

と
る
ぎ
す
多
が
語
季
。
す
ま
い
て
れ
表
く
よ
に」
て

合
場
の
句
の
こ
は
私
が
す
ま
い
思
と
る
い
が
人
う
言

。
す
ま
い
思
と
だ
分
十
で
れ
こ

な
か
話
電
る
れ
忘
を
時
や
春
立

県
馬
群

　

子
恵
千
藤
佐

こ
う
会
と
人
り
た
け
か
出
。
い
寒
だ
ま
は
頃
の
春
立

し
ず
う
ず
う
の
節
季
な
ん
そ
。
い
な
く
多
だ
ま
も
と

し
親
る
せ
許
を
気
が
手
相
す
話
は
の
る
き
で
が
話
と

。
す
で
ら
か
だ
方
い

う
ろ
張
頑
で
気
元
も
日
今
る
見
出
の
日

県
葉
千

　

子
和
佐
村
仲

は
陽
太
の
出
の
日
初
。
す
ま
い
て
し
拝
参
を
出
の
日

ら
照
を
球
地
い
纏
を
光
い
し
々
神
い
な
え
言
も
と
何

気
う
い
と」
う
ろ
張
頑
も
年
今
「。
す
ま
れ
く
て
し

。
ね
す
ま
れ
く
て
せ
さ
こ
起
を

詠
者
選
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│

 桜
る
散
に
う
よ
る
れ
流
ロ
ク
ノ
モ
和
昭
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詩
竹
崎
尾

。
た
し
ま
り
あ
が
り
誤
に
前
名
お
の
者
句
投
で
号
前

　

。
す
ま
げ
上
し
申
び
詫
お
て
し
正
訂

俳
句

募
集

選
』
フ
ラ
グ
禅
洞
曹
『

・
選

詩
竹
崎
尾

おざき　たけし◉ 1947 年　徳島県阿南市生まれ。2016 年　現代俳句協会理事。2019 年より神奈川県現代俳句協会会長

みなさまのご応募をお待ちしておりま
す（お一人3作品まで）

作品、住所、氏名、電話番号を明記し
て下記のいずれかにてお寄せください。
1 はがき、封書で投稿
 送り先・〒252-0116
 相模原市緑区城山4-2-5　
 仏教企画
 『曹洞禅グラフ』俳句募集係宛
2 Eメールで投稿
 fujiki@water.ocn.ne.jp

　　　 2023年8月末（末日消印有効）

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
166号の誌上にて発表する予定です。

●更に年に1回冬号（新年号）にて年間
優秀作品を選出し、記念品を贈呈し
ます。

12

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 2023年8月末（末日消印有効）

若に
ゃ
く

悪あ

く

獣じ
ゅ
う

囲い

繞
に
ょ
う

利り

牙げ

爪そ

う

可か

怖ふ

念ね

ん

彼ぴ

観か

ん

音の

ん

力り

き

疾し

っ

走そ

う

無む

辺へ

ん

方ぽ

う

毎
日
書
道

ご家族のみなさまのご応募をお待ちしております

書
家

　松
山
姸け

ん

流り
ゅ
う

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。
161号（夏号）～164号（春号）の審査発表は167号（冬号）にて行ないます。
165号（今号）～168号（春号）の審査発表は171号（冬号）にて行ないます。

も
し
悪
獣
に
囲
ま
れ
て

鋭
利
な
牙
と
爪
の
怖
る
べ
き
に

か
の
観
音
の
力
を
念
ず
れ
ば

無
辺
の
彼
方
に
走
り
去
っ
て 

し
ま
う
だ
ろ
う

『
法
華
経
』「
普
門
品
偈
」よ
り

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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4

仏
法
に
よ
る
安
ら
か
な
未
来
に
向
か
う

八
つ
の
指
針
「
八
正
道
」。
今
回
は
三
つ

目
「
正
語
」
を
参
究
い
た
し
ま
す
。

「
三
学
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
仏
法
的
生
き
方
を
修
め
て
い
く
た
め

の
学
び
の
根
源
で
あ
り
、
具
体
的
に
は

「
戒か
い

」「
定じ
ょ
う」「

慧え

」
の
三
項
目
で
す
。

	
❖

戒
：
日
々
起
こ
り
続
け
る
煩
悩
を
身し

ん
口く

意い
（
行
動
、
論
理
、
想
念
）に
て
調

え
る
生
活
規
範

	
❖

定
：
本
質
的
安
寧
を
得
る
た
め
の
実
践

基
盤

	
❖

慧
：
四し

諦た
い（

苦く

集じ
ゅ
う

滅め
つ

道ど
う

）を
探
究
し
て
い

く
た
め
の
根
本
視
点

「
八
正
道
」
は
、「
三
学
」
各
項
目
に
対
応

し
て
い
る
実
践
指
針
で
す
。

	
❖

戒
：
正
語（
尊
重
）・
正
業ご

う（
尊
厳
）・
正

命み
ょ
う（

態
度
）・正
精

し
ょ
う
じ
ん

進（
良
縁
）

	
❖

定
：
正
念（
洞
察)

・正
定じ
ょ
う（
検
証)

	
❖

慧
：
正
見（
使
命
）・正
思し

ゆ
い
惟（
適
慮
）

本
来
「
三
学
」
と
は
、「
戒
定
慧
」
三
項

目
す
べ
て
が
深
く
連
関
し
合
っ
て
い
る
こ

と
の
意
識
化
を
基
盤
と
し
、
世
界
を
善
き

未
来
へ
と
導
く
誓
願
を
有
し
続
け
て
い
く

こ
と
に
よ
り
為
さ
れ
る
学
び
で
す
。
た
と

え
ば
他
の
項
目
や
世
界
へ
の
誓
願
を
意
識

せ
ず
、
三
項
目
の
一
つ
だ
け
を
注
力
し
て

学
ん
で
い
く
こ
と
は
仏
法
の
学
び
で
は
な

く
、
仏
法
と
は
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
す
。

そ
の
違
う
学
び
と
評
さ
れ
る
も
の
は
、
本

質
の
仏
法
か
ら
思
慮
す
る
と
、
自
ら
の
み

な
ら
ず
世
界
の
安
寧
を
も
暗
澹
と
さ
せ
う

る
も
の
な
の
で
す
。

「
三
学
」
実
践
指
針
と
し
て
の
「
八
正
道
」

も
同
様
に
、
各
徳
目
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
だ

け
が
大
切
な
の
で
は
な
く
、
仏
法
に
沿
っ

た
生
き
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
随
時
選
択
さ

れ
た
徳
目
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。

今
テ
ー
マ
「
正
語
」
と
は
、
三
学
の
う

ち
生
活
を
調
え
る
規
範
で
あ
る
「
戒
」
の

ひ
と
つ
で
す
。

正
語
に
お
け
る
「
語
」
と
は
、「
言
葉
」

と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
西
洋
の
基
礎
概
念
と
し
て
ギ
リ
シ
ア

哲
学
か
ら
伝
わ
る
「
ロ
ゴ
ス
（
論
理
・
定

義
・
理
性
）」
に
近
い
意
味
で
す
。
仏
法
的

ロ
ゴ
ス
を
考
慮
し
た
上
で
「
正
語
」
と
は
、

す
べ
て
の
存
在
を
尊
重
し
公
平
に
観
る
理

性
意
識
を
基
盤
に
し
た
、
調
和
や
安
ら
ぎ

に
満
ち
発
せ
ら
れ
る
言
葉
遣
い
や
論
理
思

考
の
規
範
な
の
で
す
。

今
回
は
、
手
の
平
に
て
感
じ
る
こ
と
で

緊
張
を
解
く
「
撫な

で
る
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
。「正

し ょ う

語
ご

」～なにを発するか～

委ねるよう手を手で撫でてい
きます。左右どちらの手が

主従というのはなく、互いに撫
でている感触を愛おしく味わい
ます。縦・横・斜め・回転、当た
る部位、撫でる強さ、そして手
の平同士にこだわらず手の甲も
使用し、瞬間瞬間にて想起され
る感覚を心地よさとして受け取
るべく撫で続けて下さい。手全
体へ丁寧に優しくクリームを擦り
込むようなイメージです。

労るよう手の平で肩を撫で
ていきます。撫でられてい

る肩側が心地よさの感覚となる
よう撫で方を工夫し調整し続け
ます。撫でる部位は、右手の平
を左肩先に置くところからスター
トし、①肩上部に沿って左首の
付け根部分まで。②左肩先に戻
り、鎖骨に沿って喉元まで。労
りの感覚に順じて撫で続けて下
さい。左肩胸の変化に応じて右
胸肩でも行なってください。

和むよう手の平で胸を撫で
ていきます。胸の内側から

沸き上がる感覚を手の平で受け
止めるよう研ぎ澄ませていきます。
両手の平を胸周辺の置きやすい
部位にそっと添えます。そこをス
タートとして、手の平で胸全体
を優しく丁寧に撫でながら、撫
でられている胸側の感覚を評価
判断なく素直に受け止め続けま
す。最後に手の平を胸の置きや
すい部位に添えて和みます。

手
を
撫
で
る

　
肩
を
撫
で
る

胸
を
撫
で
る

123

八
はっ

正
しょう

道
どう

的 く ら し か た安 ら か な
 未 来 に 向 か う

藤
井
隆
英
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インタビューに応じるエマさん。今後、
社会に望む変化として、被害認定の範
囲拡大、宗教虐待で社会生活が困難に
なった人への支援、相談窓口の充実な
どを挙げた。

～
前
号
の
続
き
～

こ
こ
ろ
を
苛
む 

　
　
　
罪
の
意
識

三
つ
下
の
弟
は
、
エ
マ
さ
ん
と
は
だ
い
ぶ
違
う
境
遇

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
幼
い
エ
マ
さ
ん
が「
サ
タ
ン

の
側
」だ
と
言
わ
れ
て
攻
撃
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
弟
は

と
い
う
。「
弟
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
教
会
の
人
と
の
や
り

取
り
が
多
く
、
逸
脱
し
た
世
界
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、
社
会
生
活
と
相
い
れ
な
く
な
っ
て
今
も
働
け
な

い
状
態
で
す
。」

「
あ
ち
ら
」
に
連
れ
て
い
か
れ
た
側
だ
っ
た
。
エ
マ
さ

ん
が
中
学
生
の
頃
、
小
学
校
の
高
学
年
に
な
ろ
う
か
と

い
う
弟
は
、
内
向
的
な
性
格
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

母
の
布
教
に
一
緒
に
つ
い
て
回
ら
さ
れ
た
。

弟
は
、
当
時
、
母
と
家
庭
を
訪
問
す
る
う
ち
に
、
ど

こ
の
家
庭
に
ど
れ
だ
け
の
財
産
が
あ
る
か
も
見
え
て
き

た
と
い
う
。
母
に
連
れ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
活
動
に
足

を
踏
み
入
れ
た
弟
は
、
の
ち
に
罪
の
意
識
に
苛さ
い
なま

れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
よ
そ
の
家
の
財
産
が
失
わ
れ
る
こ
と

に
加
担
し
、
そ
の
家
を
不
幸
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
。
弟
は
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
引
き
こ
も
る

こ
と
で
教
会
と
の
距
離
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
以
後
、
統
合
失
調
の
よ
う
な
精
神
の
障
害
が
出
て
、

今
に
至
る
約
三
十
年
間
、
引
き
こ
も
り
の
ま
ま
で
あ
る

エ
マ
さ
ん
は
二
十
代
に
な
っ
て
一
人
暮
ら
し
を
始
め
、

母
親
と
の
距
離
を
あ
る
程
度
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
は
な
っ
た
。
し
か
し
葛
藤
は
つ
い
て
回
っ
た
。
母
は

婦
人
部
長
の
肩
書
で
献
金
集
め
の
活
動
を
し
て
い
た
。

「
よ
そ
様
の
財
産
を
奪
っ
て
、
不
幸
に
し
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
は
い
つ
も
あ
り
ま
し
た
。
街

頭
に
立
っ
て
布
教
し
て
い
る
人
た
ち
を
見
る
と
、
そ
こ

に
母
が
い
る
の
で
は
と
、
い
つ
も
心
配
で
し
た
。」
実

家
に
帰
る
と
、
壁
に
穴
が
開
い
て
い
て
、
母
へ
の
恨
み

か
ら
弟
が
暴
力
を
振
る
っ
た
と
わ
か
っ
た
。

そ
う
し
た
具
体
的
な
不
安
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
漠

然
と
し
た
影
が
エ
マ
さ
ん
の
人
生
全
体
を
覆
っ
て
も
い

る
。「
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
母
に
よ
っ
て

育
て
ら
れ
る
自
分
と
い
う
の
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
曖

昧
で
す
。
ど
こ
か
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
か
、
生

き
る
実
感
が
乏
し
い
と
い
う
か
。」

あ
れ
だ
け
逃
れ
た
か
っ
た
も
の
も
、
約
三
十
年
の
あ

い
だ
に
エ
マ
さ
ん
の
一
部
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。「
母
の
宗
教
の
影
響
と
一
緒
に
自
分
の
人
生
も
進

ん
で
き
た
の
で
、
伴
走
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す

ね
。」
た
だ
し
そ
の
長
い
伴
走
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も

知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
社
会
の
闇
に
取
り
残
さ
れ
て
い
た
し
、
忘
れ
ら
れ
て

透
明
の
存
在
み
た
い
な
気
持
ち
で
し
た
。」

※この写真はイメージです

宗
教
虐
待

被 害 者 の 声 を 聞 く  

後編

旧
統
一
教
会
に
母
親
が
入
信
し
た
エ
マ
さ
ん（
仮
名
、
四
〇
代・女
性
）。

約
三
十
年
に
及
ぶ
体
験
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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読
を
し
た
り
し
て
過
ご
し
て
い
る
。
時
に
は
母
と
幸
せ

に
つ
い
て
話
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。「
家
族
が
身
を

削
り
な
が
ら
も
あ
な
た
と
一
緒
に
い
た
こ
と
が
愛
情
な

の
だ
と
気
づ
い
て
ほ
し
い
」
と
話
す
が
、「
わ
か
ら
な

い
」
の
一
点
張
り
だ
。
た
だ「
み
ん
な
幸
せ
に
な
っ
て

い
な
い
よ
ね
」
と
い
う
と
、
そ
れ
は
わ
か
る
よ
う
で

「
模
索
し
て
い
る
」と
返
っ
て
く
る
。

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
学
校
や
病
院
の
先
生
、
医
療
や

福
祉
現
場
の
方
々
な
ど
た
く
さ
ん
の
方
々
に
支
え
て
も

ら
っ
た
。
特
定
の
宗
教
を
信
じ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
エ
マ
さ
ん
だ
が
、
心
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
も
確

か
に
あ
る
。「
そ
の
日
そ
の
日
で
支
え
て
く
れ
た
方
が

神
様
、
仏
様
だ
っ
た
ん
だ
な
と
い
う
気
持
ち
が
大
き
い

で
す
。
悪
い
方
に
引
っ
張
ら
れ
ず
、
良
い
ほ
う
に
引
っ

張
る
力
を
毎
日
探
し
な
が
ら
、
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

そ
う
し
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
な
っ

て
。」（
終
わ
り
）

続
い
て
ゆ
く 

　「
宗
教
二
世
」の
日
々

山
上
容
疑
者
が
安
倍
元
首
相
を
撃
っ
た
こ
と
で
、

「
宗
教
二
世
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
れ
が
期

せ
ず
し
て
エ
マ
さ
ん
の
人
生
を
も
大
き
く
変
え
た
。
国

会
へ
の
陳
情
に
参
加
し
て
新
た
な
法
律
が
で
き
た
だ
け

で
は
な
い
。
思
い
悩
む
多
く
の
二
世
の
声
に
触
れ
、
自

分
自
身
を
よ
り
深
く
理
解
し
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。「
別

の
自
分
が
生
ま
れ
た
気
持
ち
で
す
。」

と
は
い
え
、
エ
マ
さ
ん
は
宗
教
二
世
と
一
口
に
言
っ

て
も
様
々
だ
と
い
う
。
と
り
わ
け
三
十
年
近
く
も
統
一

教
会
の
影
響
下
に
あ
っ
た
自
分
た
ち
の
世
代
を「
焼
け

野
原
」と
表
現
す
る
。
八
千
万
円
以
上
の
財
産
を
失
い
、

宗
教
虐
待
の
影
響
下
の
人
生
を
長
く
歩
ま
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
が
色
濃
く
に
じ
む
表

現
だ
。
新
た
に
で
き
た
救
済
法
も
、
エ
マ
さ
ん
た
ち
の

数
十
年
間
の
被
害
の
す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
い
ま
だ
救
済
の
手
の
届
か
な
い
痛
み
と
と
も
に
、

エ
マ
さ
ん
た
ち
は
生
き
て
い
る
。

現
在
七
十
代
に
な
っ
た
母
は
、
以
前
よ
り
も
穏
や
か

に
な
っ
て
は
い
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
毎
朝
五
時
に
文
鮮

明
夫
妻
の
写
真
の
下
で
ひ
れ
伏
し
た
り
、
説
教
集
の
訓

エ
マ
さ
ん
は
統
一
教
会
の
影
響
の
な
い
人
生
を
望
ん

で
き
た
。
だ
が
、
母
が
脱
会
す
れ
ば
い
い
か
と
い
え
ば
、

そ
う
簡
単
で
は
な
い
と
い
う
。「
脱
会
し
た
後
に
、
本

人
が
何
を
も
っ
て
幸
せ
に
な
る
か
は
、
私
た
ち
に
も
分

か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
た
め
に
私

た
ち
が
人
生
を
か
け
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
を
費
や
す

こ
と
が
果
た
し
て
良
い
の
か
も
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。」

約
三
十
年
の
間
、
そ
の
時
々
で
エ
マ
さ
ん
に
手
を
差

し
伸
べ
て
く
れ
た
大
人
た
ち
も
い
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
時

代
に
知
り
合
っ
た
大
人
た
ち
が
、
知
ら
な
か
っ
た
音
楽

や
本
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
広
い
世
界
を
見
せ
て
く

取材執筆│矢田海里（やだかいり） ライター。著書に『潜匠　遺体引き上げダイバーの見た光景』（柏書房）。
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が
り
が
り
に
痩
せ
細
り
、

骨
と
皮
ば
か
り
に
な
っ
て

い
た
。
自
分
の
力
で
は
救

え
な
い
と
わ
か
っ
た
目
連

は
、
お
釈
迦
様
に
「
母
を

救
う
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん

か
」
と
尋
ね
る
と
、「
夏げ

安あ
ん

居ご

（
夏
期
講
習
会
）
の
最

後
に
、
僧
侶
た
ち
が
安
居

中
の
行
動
を
反
省
し
懺
悔

し
あ
う
日
（
自じ

恣し

）
が
あ
る
。

こ
の
日
に
、
七
代
前
の
祖

先
か
ら
現
在
の
父
母
に
至

る
厄
難
中
の
者
た
ち
と
、

僧
侶
た
ち
を
、
と
も
に
供

養
す
れ
ば
、
僧
侶
た
ち
の

清
ら
か
な
力
の
お
か
げ
で
、

餓
鬼
道
に
堕
ち
て
苦
し
む

者
た
ち
は
必
ず
救
わ
れ

る
」
と
さ
と
さ
れ
た
…
…
。

実
は
『
盂
蘭
盆
経
』
は
、

イ
ン
ド
で
は
な
く
、
中
国

で
創
作
さ
れ
た
偽
経
の
疑

い
が
濃
い
。
最
近
で
は
、

「
盂
蘭
盆
」
は
中
世
イ
ラ

ン
語
で
「
霊
魂
」
を
意
味

す
る
「
ウ
ル
ヴ
ァ
ン
」
と

夏
の
お
盆
は
、
秋
の
お
彼
岸
（
彼ひ

岸が
ん

会え

）
と
と
も
に
、
最
も
盛
ん
な
先
祖
供

養
に
ま
つ
わ
る
仏
事
だ
。
た
だ
し
仏
事

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
源
は
ど
う
や
ら

仏
教
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

お
盆
は
正
式
に
は
「
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

会え

」
と

い
い
、「
施せ

餓が

鬼き

（
曹
洞
宗
で
は
施せ

食じ
き

会え

）」

が
い
と
な
ま
れ
る
。「
盂
蘭
盆
」
は
以

前
は
イ
ン
ド
の
言
葉
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
（
梵
語
）
で
「
逆
さ
吊
り
」
を
意
味
す

る
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
の
漢
字
に
よ
る
音

写
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
じ
つ
け
の

た
ぐ
い
の
よ
う
で
、
学
術
的
に
は
成
り

立
た
な
い
。

典
拠
と
さ
れ
る
『
盂
蘭
盆
経
』
に
は
、

こ
う
説
か
れ
て
い
る
。

お
釈
迦
様
の
二
大
弟
子
と
し
て
、
智

慧
第
一
の
舎し
ゃ

利り

弗ほ
つ

と
な
ら
び
、
神じ
ん

通ず
う

第

一
の
目
連
（
目
犍
連
）
が
得
意
の
神じ
ん

通ず
う

力り
き

で
、
亡
く
な
っ
た
自
分
の
母
親
が
今
ど

う
し
て
い
る
か
、
と
探
っ
た
と
こ
ろ
、

餓
鬼
道
に
堕
ち
て
飲
食
で
き
な
い
の
で
、

お
盆
の
起
源
は

仏
教
＋
イ
ラ
ン
の
宗
教
？

正
木
晃　
写
真
｜
金
子
悟
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以
上
を
根
拠
に
、
イ
ラ
ン
学
の
専
門
家
か
ら
は
、
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
中
心
に
東
西
交
易
で
大
活
躍
し
た
ソ
グ

ド
人
の
よ
う
な
イ
ラ
ン
系
の
人
々
が
母
国
か
ら
「
祖
霊

祭
」
を
中
国
に
も
ち
こ
み
、
同
じ
く
イ
ン
ド
か
ら
伝
来

し
て
き
た
仏
教
と
融
合
し
た
結
果
、
季
節
が
春
か
ら
夏

へ
移
さ
れ
、
盂
蘭
盆
会
が
成
立
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
時
期
は
六
世
紀
ま
で
遡
る
。
ち
な
み
に
日
本
で
初

め
て
の
盂
蘭
盆
会
が
催
さ
れ
た
の
は
推
古
天
皇
の
十
四

年
（
六
〇
六
）、
つ
ま
り
聖
徳
太
子
の
時
代
だ
か
ら
、
先

祖
供
養
の
歴
史
は
長
い
。

い
う
言
葉
を
漢
字
で
音
写
し
た
も
の
だ
と
い
う
説
が
有

力
だ
。
か
つ
て
イ
ラ
ン
で
は
三
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
に

成
立
し
、
現
存
す
る
世
界
最
古
の
宗
教
と
い
う
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
教
え
で
は
男
系

祖
先
の
霊
は
天
界
で
子
孫
の
栄
枯
盛
衰
を
見
守
っ
て
い

る
。
子
孫
に
危
機
が
迫
る
と
地
上
に
降
臨
し
、
守
護
霊

と
し
て
子
孫
を
救
っ
て
く
れ
る
と
み
な
さ
れ
、
春
分
の

日
の
直
前
の
五
日
間
に
は
「
祖
霊
祭
」
が
行
わ
れ
た
。

家
中
を
花
で
飾
り
、「
ナ
ー
ム
・
グ
ラ
ハ
ン
（
人
名

帳
）」
と
呼
ば
れ
る
過
去
帳
を
と
り
だ
し
、
教
典
の
文

句
や
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
、
ご
先
祖
様
の
名
前
を
読
み

上
げ
る
。
天
界
か
ら
現
世
に
呼
び
出
さ
れ
た
ご
先
祖
様

た
ち
の
霊
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
楽
し
く
五
日
間
を
過

ご
し
た
後
、
再
び
天
界
へ
と
戻
る
。
こ
の
功
徳
で
現
世

の
人
間
た
ち
は
今
後
も
一
年
間
、
ご
先
祖
さ
ま
た
ち
の

霊
に
よ
っ
て
守
護
し
て
も
ら
え
る
。
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「
新
宗
教
も
そ
の
一
部
で
あ
る
救
い
の
宗
教
と

は
何
か
。
な
ぜ
救
い
の
観
念
が
人
類
に
と
っ
て

か
く
も
重
要
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
か
、
と
い

う
問
い
が
あ
る
。
こ
れ
は「
宗
教
と
は
何
か
」と

い
う
宗
教
論
に
連
な
っ
て
行
く
。」

新
宗
教
を
問
う

近
代
日
本
人
と
救
い
の
信
仰島薗進│

島薗進著
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表紙画「絵画と仏教の始まりを思う（仏足と二匹の金魚）」／平川恒太
前回の表紙画では、絵画の起源が愛する人の影を映したものだったという逸話を紹介し、お釈迦様の姿を切り絵で作りその影をスプレーで映しました。
その時に私は、仏足石もお釈迦様の足跡を写したものだなと思い絵画の始まりとの共通点に気がつきました。歩みを支える足は、その人の人生を象徴します。
今回は仏足と双魚相などを表す２匹の金魚を描きました。夏らしさと涼しさを感じてもらい、お釈迦様が歩んだ道に想いを馳せていただければ幸いです。
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