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お
魚
さ
ん
、
お
米
さ
ん
、
ト
マ
ト
さ
ん
、
お
ね
ぎ
さ
ん
、

お
い
も
さ
ん
、
大
豆
さ
ん
、
小
麦
さ
ん
、
豚
さ
ん
、
に

わ
と
り
さ
ん
…
…
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
生

き
物
た
ち
で
す
ね
。

で
す
が
、
か
つ
て
は
お
百
姓
さ
ん
、
お
米
や
野
菜
を

育
て
て
く
れ
た
お
日
さ
ま
や
水
、
そ
し
て
土
の
働
き
も

思
い
浮
か
べ
る
よ
う
教
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
感
謝
の
気
持
ち
は
、
い
の
ち
を
養
い
育
て
る

自
然
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
や
働
き
に
も
向
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
と
、
た
い
て
い
「
そ
う

い
え
ば
そ
う
で
す
ね
」
な
ど
の
答
え
が
返
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
感
謝
の
念
の
表
現
が
向
け
ら
れ
て
い
る

も
の
を
「
い
の
ち
の
恵
み
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な

「
い
の
ち
の
恵
み
」
を
意
識
し
た
言
葉
や
仕
草
が
広
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
隠

れ
た
宗
教
性
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」
や
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
あ
い
通

じ
る
よ
う
な
表
現
に
「
お
か
げ
」
が
あ
り
ま
す
。「
お
か

げ
さ
ま
で
す
」
と
い
う
と
特
定
の
人
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
お
か
げ
」
と
感

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
特
定
の
人
、
た

と
え
ば
親
や
師
や
先
輩
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
職
場
環
境
だ
っ
た
り
、
家
庭

環
境
だ
っ
た
り
、
友
人
た
ち
だ
っ
た
り
、

死
者
だ
っ
た
り
、
居
住
環
境
だ
っ
た
り
、
自
然
の
働
き

や
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。

「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
比
べ
る
と

「
お
か
げ
」
の
対
象
は
、
人
間
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
人
間
た

ち
を
超
え
て
「
い
の
ち
の
恵
み
」
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
で
し
ょ
う
。
感
謝
は
目
に
見
え
る
も
の
を
超
え

る
何
か
に
も
向
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
「
い
の
ち
の
恵
み
」
が
如
実
に
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
ま
ず
は
う
れ
し
い
と
き
、
楽
し
い
と
き
、「
よ

か
っ
た
」
と
思
っ
て
い
る
と
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

辛
い
と
き
、
苦
し
い
と
き
、
心
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と

き
に
こ
そ
「
い
の
ち
の
恵
み
」
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

苦
し
さ
、
む
な
し
さ
、
弱
さ
、
悲
し
み
や
寂
し
さ
、

そ
し
て
死
を
意
識
す
る
と
き
、
そ
ん
な
と
き
に
あ
ら
た

め
て
「
い
の
ち
の
恵
み
」
を
尊
い
も
の
と
し
て
感
じ
る

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
と
き

を
大
事
に
し
、
心
に
刻
む
こ
と
、
そ
れ
は
宗
教
の
一
つ

の
役
割
で
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

食
事
の
前
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」、
食
事
が
終
わ
っ

て
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
と
い
う
の
は
日
本
独
特
の
あ
い

さ
つ
の
言
葉
の
よ
う
で
す
。
こ
の
と
き
、
人
に
よ
っ
て

は
頭
を
下
げ
た
り
、
手
を
合
わ
せ
た
り
し
て
い
ま
す
ね
。

で
は
、
こ
れ
は
誰
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
何
に
向
か
っ

て
頭
を
さ
げ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
質
問
を
す
る
と
、
多
く
の
人
は
と
ま
ど
わ
れ
ま

す
。「
食
事
を
作
っ
て
く
れ
た
人
に
対
し
て
で
す
か
」

と
尋
ね
ま
す
と
、
た
い
て
い
「
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
」

と
答
え
ま
す
。
で
は
、
誰
に
対
し
て
、
何
に
向
か
っ
て

で
し
ょ
う
。
こ
う
尋
ね
る
と
、「
食
物
に
な
っ
た
生
き

物
」
に
対
し
て
で
す
、
と
答
え
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

い の ち の
　 恵 の 尊 さ

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
。

挿画│本間希代子　絵描き。岐阜の山村で田舎暮らしをしながら、古楽器奏者の夫 渡辺敏晴と「アトリエ玉手箱」を主宰。2023 年に第 3 回安城市新美南吉 絵本大賞を受賞し、絵本『ひとつの火』を出版。
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─
─
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
と
乙
川
弘
文
に
着
目

さ
れ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
？

縁
あ
っ
て
『
ゼ
ン
・
オ
ブ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ

ズ
』
と
い
う
イ
ラ
ス
ト
・
ブ
ッ
ク
を
日
本
語
に
翻
訳
し

た
と
こ
ろ
か
ら
二
人
の
関
係
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

ジ
ョ
ブ
ズ
も
弘
文
も
活
動
の
中
心
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
。
私
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
住
ん
で

い
ま
す
か
ら
、
少
し
行
け
ば
ジ
ョ
ブ
ズ
と
弘
文
ゆ
か
り

の
寺
院
な
ど
も
あ
る
わ
け
で
す
。
一
方
で
元
々
私
は
ず

っ
と
ア
ッ
プ
ル
製
品
を
使
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
の

製
品
に
日
本
の
影
響
が
あ
る
と
聞
い
て
、
本
当
な
の
か

な
と
思
い
ま
し
た
。

─
─
ジ
ョ
ブ
ズ
は
弘
文
と
の
日
々
か
ら
何
を
学
ん
だ

の
で
し
ょ
う
か
？

こ
れ
は
私
の
解
釈
で
す
が
、
ジ
ョ
ブ
ズ
は
縁
起
的
な

も
の
を
学
ん
だ
か
ら　

ア
ッ
プ
ル
に
復
活
し
て
成
功
し

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ョ
ブ
ズ
は
す
ご
く
頭
の
い
い

人
で
、
能
力
も
や
る
気
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
あ
る
一
方
、

や
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
無
理
も
あ
っ
た
。
俺
は
頭
が
い

い
、
こ
の
製
品
は
か
っ
こ
い
い
、
こ
れ
は
絶
対
に
受
け

る
は
ず
だ
。
そ
ん
な
ふ
う
に
も
の
を
作
っ
て
い
っ
た
け

れ
ど
、
ど
ん
ど
ん
売
れ
な
く
な
っ
て
、
つ
い
に
ア
ッ
プ

ル
を
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
ネ
ク
ス
ト
社

を
無
理
矢
理
立
ち
上
げ
る
も
、
十
年
間
も
失
敗
し
続
け

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
十
年
の
間
に
こ
そ
、
弘
文
を
す
が

る
よ
う
に
追
い
か
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
最
後
は
無
一

文
近
く
に
ま
で
な
り
な
が
ら
、
弘
文
の
実
家
、
新
潟
の

加
茂
市
ま
で
来
て
い
ま
す
。

ジ
ョ
ブ
ズ
が
弘
文
と
の
日
々
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、

周
囲
と
調
和
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

関
係
者
の
話
を
聞
い
た
り
本
を
読
ん
だ
り
す
る
と
、
ジ

ョ
ブ
ズ
は
元
来
穏
や
か
な
悟
り
か
ら
は
縁
遠
い
人
だ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
禅
の
修
行
を
通
し
て
、
世
の
中
や
周

囲
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
が
自
然
と
わ
か
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
ジ
ョ
ブ
ズ
が
ア
ッ
プ
ル
に
復
活
し
て
か
ら

の
成
功
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
成
功
の
理
由
を
、
ピ

ク
サ
ー
の
優
秀
な
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
と
の
出
会
い
だ

と
す
る
本
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
禅
の
影
響
も

大
き
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
優
秀
な
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た

ち
と
は
、
初
期
の
ア
ッ
プ
ル
の
頃
か
ら
出
会
っ
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
。
や
は
り
縁
起
的
な
も
の
を
仏
教
な
り
、

坐
禅
修
行
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
大
き
い
と
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。

─
─
ジ
ョ
ブ
ズ
に
と
っ
て
、
修
業
は
特
別
な
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

乙
川
弘
文

お
と
が
わ
こ
う
ぶ
ん

Kobun Otogawa

柳
田
由
紀
子
氏

　
　
　  

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

特
集

そ
の
活
躍
の
陰
に
禅
僧
、
乙
川
弘
文
の
存
在

が
あ
っ
た
。
弘
文
も
ま
た
、
ジ
ョ
ブ
ズ
に
劣
ら
ず
、

型
破
り
な
人
で
あ
っ
た
。
京
都
大
学
大
学
院
で

学
び
、
永
平
寺
で
修
業
を
重
ね
た
後
、
渡
米
。

文
化
の
違
い
に
苦
悩
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
や
家

庭
の
破
綻
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
異
国
の
地
で

悩
め
る
人
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
続
け
た
。

今
は
亡
き
二
人
の
師
弟
関
係
を
八
年
も
の
歳

月
を
か
け
て
見
つ
め
続
け
た
の
が
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
在
住
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
・
柳
田
由
紀

子
氏
の
著
作『
宿
無
し
弘
文　
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ

ョ
ブ
ズ
の
禅
僧
』（
集
英
社
文
庫
）
だ
。
ア
メ
リ
カ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
日
本
を
取
材
す
る
中
で

見
え
て
き
た
も
の
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

ス
テ
ィ
ー
ブ・ジ
ョ
ブ
ズ
。

ア
ッ
プ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
創
業
者
に
し
て
、

Ｉ
Ｔ
業
界
の
革
命
児
。

私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
く
な
っ
た

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
先
駆
け
で
あ
るiPhone

を
生
み
出
し
、

人
類
の
生
活
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
を

大
き
く
変
え
た
人
物
。

スティーブ・ジョブズに
ひらめきをもたらした禅僧
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な
け
れ
ば
、
も
し
か
し
た
ら
ア
ッ
プ
ル
を
追
い
出
さ
れ

た
時
点
で
終
わ
っ
て
い
た
人
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
誰
か
別
の
メ
ン
タ
ー
、
師
匠
み
た
い
な
人
を
探
し
た

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
で
も
探
せ
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
し
。
そ
う
考
え
る
と
、
や
っ
ぱ
り
ジ
ョ
ブ
ズ

と
弘
文
と
の
出
会
い
は
人
類
に
と
っ
て
運
命
的
だ
っ
た

と
私
は
思
い
ま
す
。

─
─
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
界
隈
で
は
、「
引
き
算
の
思

考
」と
い
う
こ
と
も
よ
く
言
わ
れ
ま
す
ね
。

何
人
か
の
ア
ッ
プ
ル
、
ネ
ク
ス
ト
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
、

ジ
ョ
ブ
ズ
の
製
品
、
仕
事
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は

「
引
き
算
の
思
考
が
如
実
に
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

引
き
算
っ
て
一
番
難
し
い
で
す
よ
ね
。
で
も
そ
れ
を
で

き
る
か
ら
彼
は
す
ご
い
ん
だ
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
禅
の

修
行
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
、
と
。

ミ
ニ
マ
ル
な
も
の
に
そ
ぎ
落
と
し
て
い
く
た
め
に
は
、

最
終
的
に
何
か
芯
が
な
い
と
で
き
な
い
。
そ
ぎ
落
と
そ

う
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
何
が
一
番
大
切
な
の
か

を
考
え
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ
を
突
き
詰
め
て
考
え

な
い
と
、
あ
れ
も
欲
し
い
、
こ
れ
も
欲
し
い
、
だ
か
ら

結
局
全
部
残
す
、
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
は
な
か
な
か

捨
て
ら
れ
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
そ
こ
に
こ
そ
禅
の
神

髄
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
エ
ン
ジ
ニ
ア
た
ち
も
指
摘

し
て
い
た
し
、
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
ジ
ョ
ブ
ズ
の
言

葉
を
ち
ょ
っ
と
読
み
ま
す
ね
。

「
何
か
問
題
を
解
こ
う
と
や
り
始
め
る
と
、
最
初
の
解

決
策
は
非
常
に
複
雑
で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
そ
こ
で

や
め
て
し
ま
う
。
し
か
し
諦
め
ず
に
続
け
て
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
い
く
と
、
非
常
に
明
快
で
単
純
な
解
決
策

が
浮
か
ぶ
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
こ
ま
で
時
間
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
か
け
な
い
だ
け
だ
。」

引
き
算
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

─
─
禅
の
影
響
は
他
に
も
あ
り
ま
す
か
？

釈
徹
宗
さ
ん
と
の
対
談
で
、
釈
さ
ん
が
言
っ
て
い
ま

し
た
。
禅
は
、
自
分
が
主
人
公
だ
と
。
生
き
づ
ら
さ
を

感
じ
て
い
た
少
年
ジ
ョ
ブ
ズ
は
大
学
を
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ

ト
し
て
、
自
己
啓
発
、
絶
叫
セ
ラ
ピ
ー
な
ど
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
や
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
に
禅
に
出
会
っ
て
、

「
主
人
公
は
自
分
だ
」
と
い
う
思
想
に
、
ジ
ョ
ブ
ズ
は

す
ご
く
救
わ
れ
た
だ
ろ
う
と
。「
こ
の
自
分
で
い
い
、

生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
な
く
て
い
い
」
と
い
う
発
想
。
こ

ん
な
に
励
み
に
な
る
教
え
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
。
私

も
そ
う
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

─
─
ジ
ョ
ブ
ズ
の
師
、
乙
川
弘
文
は
か
な
り
型
破
り

な
方
で
す
ね
。

取
材
を
始
め
た
頃
は
、
迷
い
が
あ
り
ま
し
た
。
い
い

私
自
身
も
週
に
一
回
、
坐
禅
に
参

加
し
て
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
た
ち
に

よ
れ
ば
、
ず
っ
と
坐
禅
を
続
け
て
い

る
と
、
あ
る
時
、
す
と
ー
ん
と
自
分

が
宇
宙
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
瞬
間
が
訪
れ
る
と
い
い
ま
す
。
外

部
の
も
の
と
調
和
し
て
、
一
緒
に
生

き
て
い
る
と
わ
か
る
瞬
間
。
私
に
は

そ
ん
な
体
験
は
一
度
も
な
い
で
す
け

ど
（
笑
）　

ジ
ョ
ブ
ズ
は
「
坐
禅
を
す

る
と
直
感
の
花
が
開
く
」
と
言
っ
て

い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
近
い
感
覚
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
種
の
悟

り
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
か
な
と
。

だ
か
ら
こ
そ
、
あ
の
最
後
の
快
進
撃
が
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。 iPod 

か
ら iPad

・ iPhone

・ iT
unes

。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
現
代
社
会
の
根
幹
を
な
す
部
分
も
す
べ

て
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

─
─
禅
の
、
ジ
ョ
ブ
ズ
や
と
ア
ッ
プ
ル
へ
の
影
響
と

は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
プ
ロ
ダ
ク
ト
の

デ
ザ
イ
ン
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
チ
ー
ム
ワ

ー
ク
な
ど
の
人
間
関
係
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
全
部
で
し
ょ
う
ね
。
彼
の
生
き
方
自
体
が
変

わ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
プ
ロ
ダ
ク
ト
チ
ー
ム
と
の
付

き
合
い
方
か
ら
、
プ
ロ
ダ
ク

ト
自
体
の
作
り
方
ま
で
、
全

て
変
わ
り
ま
す
よ
ね
。
た
だ

「
機
械
に
人
間
の
魂
を
入
れ

た
い
」
と
い
う
よ
う
な
考
え

は
も
と
も
と
最
初
期
に
作
成

し
た
マ
イ
ク
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
「A

pple I

」
の
頃
か
ら
あ

り
ま
し
た
。

最
初
の
「A

pple II

」
ぐ

ら
い
ま
で
は
そ
れ
が
う
ま
く

い
っ
て
い
た
け
ど
、
そ
の
後

の「M
acintosh

」は
商
売
と

し
て
は
失
敗
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
ジ
ョ
ブ
ズ
に
は

無
理
矢
理
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
限

界
が
露
呈
し
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
か
。

理
想
と
す
る
「
人
間
の
魂
が
入
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
」
を
、
最
後
に
う
ま
く
創
造
で
き
た
の
が
、
や
っ
ぱ

り
ア
ッ
プ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
。
つ
ら
い
十
年
の
失
敗
続

き
と
、
弘
文
に
す
が
る
よ
う
に
禅
修
行
を
続
け
た
日
々

の
結
果
で
す
ね
。

─
─
す
る
と
弘
文
と
の
出
会
い
は
、
１
８
０
度
ぐ
ら

い
の
大
き
な
転
機
で
あ
っ
た
と
？

そ
う
思
い
ま
す
。
ジ
ョ
ブ
ズ
が
弘
文
と
出
会
っ
て
い
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永平寺で修行中の若き日の乙川師（中央）

弘
文
の
娘
、
タ
ツ
コ
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
私

に
と
っ
て
も
か
な
り
堪
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ち
ょ
っ

と
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
日
本
に
帰

っ
た
お
り
に
、
真
海
老
師
を
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
前
も

っ
て
お
手
紙
で
原
稿
に
近
い
も
の
を
お
送
り
し
て
お
い

て
。す

る
と
「
タ
ツ
コ
さ
ん
は
大
丈
夫
で
す
よ
。
傷
が
癒

え
る
の
に
時
間
は
か
か
り
ま
す
け
ど
、
タ
ツ
コ
さ
ん
が

結
婚
し
て
子
供
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
必
ず
彼
女
は

大
丈
夫
で
す
」
と
自
信
を
も
っ
て
言
わ
れ
て
。
す
ご
く

救
わ
れ
ま
し
た
ね
。

─
─「
泥
中
の
蓮
」の
お
話
し
も
印
象
的
で
し
た
。
弘

文
は
渡
米
し
て
悩
み
、
混
乱
し
、
酒
に
逃
げ
る

こ
と
で
さ
ら
に
混
乱
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
姿

を
見
て
、
ジ
ョ
ブ
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の

人
々
は
ど
こ
か
安
ら
い
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
。

真
海
老
師
は
弘
文
の
生
き
た
軌
跡
に
つ
い
て
、「〝
願

っ
て
〟
地
獄
に
堕
ち
た
ん
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。

弘
文
さ
ん
は
確
か
に
乱
れ
た
。
乱
れ
た
け
ど
、

た
だ
の
ぐ
う
た
ら
と
は
違
う
。
家
族
を
苦
し
め

た
と
は
い
え
、
仏
教
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
真

摯
だ
っ
た
。
人
々
は
馬
鹿
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
そ

れ
が
わ
か
る
わ
け
で
す
、
と
。
と
て
も
説
得
力

が
あ
っ
た
し
、
救
わ
れ
ま
し
た
。
私
も
取
材
の

過
程
で
弘
文
さ
ん
を
だ
ん
だ
ん
と
好
き
に
な
っ
て
い
る

し
、
タ
ツ
コ
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
た
だ
の
ぐ
う
た
ら
で

は
な
い
ん
だ
と
も
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

─
─
本
書
の
後
半
、
横
山
泰
賢
老
師
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
で
、
弘
文
像
に
大
き
な
転
換
が
訪
れ
ま
す
ね
。

そ
れ
ま
で
七
～
八
年
取
材
を
重
ね
て
い
た
私
は
、
弘

文
が
純
粋
に
人
を
救
お
う
、
利
他
に
生
き
よ
う
と
し
て

い
た
一
方
で
、
あ
ま
り
に
も
生
き
方
が
受
身
だ
な
と
感

じ
て
い
ま
し
た
。
乞
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
行
き
、
坐
禅

会
に
人
が
集
ま
り
、
弟
子
た
ち
が
お
寺
を
作
ろ
う
と
、

ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
く
。
自
然
の
中
で
や
り
ま
し
ょ
う

と
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
来
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
れ
ば

「
い
い
で
す
よ
」
と
。
で
も
そ
こ
に
彼
の
意
志
み
た
い

な
も
の
は
、
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
乗
っ
か
っ
て

い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
た
し
か
に
そ
こ
に
魅
力

が
あ
る
し
、
包
容
力
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
以
上
で
は

な
か
っ
た
。

加
減
な
新
宗
教
の
お
坊
さ
ん
な
の
か
、
本
当
に
禅
や
仏

教
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
人
な
の
か
、
そ
の
判
断
が

つ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
取
材
初
期
か
ら
中
期
に
か

け
て
、
そ
の
疑
惑
が
ど
ん
ど
ん
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

弘
文
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
っ
て
、
浮
世
離
れ
し
た
人
が

多
い
ん
で
す
。
メ
ー
ル
を
し
て
も
返
っ
て
こ
な
い
、
何

度
も
確
認
し
て
会
い
に
行
っ
た
ら
、
い
な
い
。
や
っ
と

会
え
て
も
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
」
と
言
っ
て
４
、
５

時
間
帰
っ
て
こ
な
い
と
か
。
言
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
人
も
い
ま
し
た
。

要
す
る
に
世
の
中
の
枠
か
ら
は
み
出
し
ち
ゃ
っ
た
人

た
ち
ば
か
り
が
弘
文
の
周
り
に
集
ま
っ
て
い
た
。
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
ち
ゃ
っ
た
人
た
ち
で

す
ね
。
そ
こ
に
手
を
差
し
伸
べ
た
。
取
材
中
の
私
と
し

て
は
「
こ
ん
な
訳
わ
か
ら
な
い
人
た
ち
の
教
祖
、
ろ
く

な
も
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
」
と
だ
ん
だ
ん
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
弘
文
自
身
、
酒
に
お
ぼ
れ
た
り
、

家
族
や
子
供
た
ち
を
ち
ゃ
ん
と
養
育
し
て
な
い
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
娑
婆
の
ル
ー
ル
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
こ
と

が
た
く
さ
ん
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

─
─
弘
文
の
娘
で
あ
る
タ
ツ
コ
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
は
重
い
も
の
で
し
た
ね
。
貧
困
、
う
つ
状

態
の
母
、
そ
し
て
妹
と
父
の
溺
死
と
、
波
乱
も

多
く
、
父
で
あ
る
弘
文
を「
人
生
の
痛
み
」と

表
現
し
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
弘
文
の

「
破
綻
」の
側
面
の
し
わ
寄
せ
が
彼
女
の
人
生

に
大
き
く
表
れ
て
い
ま
す
。

タ
ツ
コ
さ
ん
も
、
も
っ
と
年
を
取
っ
て
い
く
と
考
え

が
変
わ
っ
て
い
く
気
は
し
ま
す
け
れ
ど
も
…
…
。
た
だ
、

こ
れ
だ
け
純
粋
に
仏
教
を
求
め
る
な
ら
ば
、
弘
文
さ
ん

は
や
っ
ぱ
り
家
族
は
持
つ
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
お
釈
迦
様
や
良
寛
さ
ん
み
た
い
に
ひ
と
り
で
行

く
べ
き
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
う
も
で
き
な
い
複
雑

さ
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
も
、
や
っ
ぱ
り
惹
か
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

─
─
そ
う
し
た「
破
綻
」の
側
面
は
、
彼
を
慕
っ
て

き
た
人
た
ち
と
も
ど
こ
か
似
て
い
ま
す
ね
。

そ
う
で
す
ね
。
そ
ん
な
中
で
も
、
守
る
べ
き
も
の
、

そ
れ
が
利
他
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
教
え
に
よ

っ
て
人
を
救
う
。
そ
こ
を
外
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
。
そ

の
姿
に
す
ご
く
惹
か
れ
ま
し
た
。
混
沌
と
し
た
時
代
の

中
で
、
崩
れ
て
敗
れ
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で
大
乗
仏
教

の
利
他
と
い
う
と
こ
ろ
に
何
と
か
生
き
よ
う
と
し
た
。

─
─
田
中
真
海
老
師
の
言
葉
が
、
破
綻
の
多
か
っ
た

弘
文
の
人
生
を
あ
た
た
か
く
包
み
込
ん
で
い
ま

す
ね
。



11 10

ど
ま
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
を
変
わ
ら
な

い
と
思
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
苦
が
あ
る
、
と
。

つ
ま
り
、
兄
が
死
ぬ
こ
と
が
つ
ら
い
、
母
が
背

骨
を
折
っ
て
昔
ほ
ど
健
康
で
な
く
な
っ
た
の
が
つ

ら
い
、
と
い
う
の
も
、
無
常
を
わ
か
っ
て
い
な
い

か
ら
で
す
。
無
常
だ
と
思
え
ば
、
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
ん
だ
と
、
楽
に
な
れ
ま
し
た
。

あ
と
は
欲
で
す
ね
。
結
局
、
兄
や
母
に
元
気
で

い
て
ほ
し
い
と
い
う
の
も
全
部
欲
で
す
か
ら
。
亡

く
な
っ
た
人
に
対
し
て
い
く
ら
で
も
泣
い
て
い
い

と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
こ
に
執
着
し
ち
ゃ
う
と
つ

ら
く
な
る
。
そ
れ
が
す
ご
く
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

仏
教
っ
て
効
く
な
あ
、
と
実
感
し
ま
し
た
ね
。

で
も
横
山
さ
ん
に
「
弘
文
さ
ん
は
ア
メ
リ
カ
に
来
て

苦
労
し
て
、
今
ま
で
抱
え
て
い
た
曹
洞
禅
を
全
部
捨
て

た
に
違
い
な
い
」
と
言
わ
れ
て
。
横
山
さ
ん
ご
自
身
も

ア
メ
リ
カ
で
禅
を
教
え
て
い
た
か
ら
、
日
米
の
文
化
の

違
い
や
、
そ
こ
で
の
苦
悩
な
ど
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。

ま
し
て
弘
文
は
横
山
さ
ん
よ
り
も
も
っ
と
前
の
世
代
で

す
か
ら
。
ヒ
ッ
ピ
ー
た
ち
に
仏
教
を
教
え
る
に
は
、
日

本
か
ら
背
負
っ
て
い
っ
た
も
の
で
勝
負
し
て
も
絶
対
伝

わ
ら
な
い
と
わ
か
っ
て
苦
悩
を
し
た
は
ず
だ
と
。
全
部

捨
て
た
は
ず
だ
と
。

横
山
さ
ん
と
別
れ
て
永
平
寺
の
参
道
、
門
前
町
を
歩

い
て
い
た
と
き
に
、
あ
っ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
私
は
長

ら
く
見
誤
っ
て
い
た
と
。
弘
文
は
た
だ
流
れ
て
い
た
の

で
は
な
く
て
、
周
り
の
ア
メ
リ
カ
人
の
流
れ
に
身
を
任

せ
て
い
た
の
だ
と
。
そ
れ
は
も
っ
と
言
え
ば
「
縁
起
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
。

つ
ま
り
、
宇
宙
の
中
で
自
分
が
い
て
、
日
本
と
い
う

ポ
イ
ン
ト
か
ら
来
て
、
日
本
の
も
の
を

伝
え
る
の
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
で

禅
を
伝
え
る
と
き
に
宇
宙
の
関
係
の
中

で
、
流
れ
に
任
す
と
い
う
。
そ
れ
を
意

志
と
し
て
選
ん
だ
の
だ
な
と
、
私
は
そ

う
確
信
し
ま
し
た
。
弱
弱
し
い
と
思
え

て
い
た
弘
文
が
、
そ
の
と
き
か
ら
す
ご

く
意
志
の
強
い
人
に
見
え
て
き
ま
し
た
。

本
当
に
純
粋
で
、
宗
教
的
才
能
に
溢

れ
た
人
で
す
。
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
こ
ぼ
れ
た

人
た
ち
を
救
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
お
坊
さ
ん
に
な
る
べ

く
し
て
生
ま
れ
た
人
。

─
─
長
い
取
材
の
年
月
で
、
ご
自
身
の
人
生
に
も
大

き
な
転
機
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

私
の
兄
が
亡
く
な
っ
て
、
同
時
に
母
が
大
き
な
け
が

を
し
て
、
私
が
介
護
す
る
こ
と
に
な
り
、
体
を
壊
し
て
、

仕
事
も
手
に
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
本
当

に
弘
文
さ
ん
に
会
い
た
い
と
思
い
ま
し
た
ね
。
会
っ
て
、

と
に
か
く
話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
、
と
。

そ
の
と
き
に
改
め
て
資
料
の
仏
教
の
本
を
読
み
始
め

ま
し
た
。
す
る
と
、
仏
教
の
教
え
が
び
っ
く
り
す
る
く

ら
い
す
っ
と
入
っ
て
き
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
が
言
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
人
生
と
は
全
部
「
苦
」
だ
と
。

あ
と
「
無
常
」。
ひ
と
と
き
と
し
て
同
じ
と
こ
ろ
に
と

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

愛知県／重野宏美様　　　埼玉県／小山節子様
新潟県／近藤みよ子様　　新潟県／本間幸子様
神奈川県／西原栄子様

本誌166（秋）号のプレゼント、「笹谷遼平氏によ
る監督作品『山歌』のサイン付きパンフレット」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
柳田由紀子さんのご著書

『宿無し弘文　スティーブ
ジョブズの禅僧』（文庫版）
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。………………… 2024年5月末必着

柳
田
由
紀
子

（
や
な
ぎ
だ
ゆ
き
こ
）

１
９
６
３
年
東
京
生
ま
れ
。
早

稲
田
大
学
第
一
文
学
部
卒
業
後
、

新
潮
社
入
社
。
２
０
０
１
年
渡

米
。
著
書
に
『
宿
無
し
弘
文
─

ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
の
禅

僧
』（
集
英
社
文
庫
／
第
69
回

日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
ク
ラ
ブ

賞
）、
翻
訳
書
に
『
ゼ
ン
・
オ

ブ
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
』

（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
）
ほ
か
。
在
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
。読

者
か
ら
の
お
便
り

京
都
府
　
大
槻
彰
代 

様

私
の
父
は
、
私
が
小
学
一
年

の
時
に
出
征
し
沖
縄
で
戦
死

し
ま
し
た
。
私
も
何
度
も
病

気
し
、
今
難
病
で
す
が
、
若

く
し
て
亡
く
な
っ
た
父
の
御

加
護
の
お
か
げ
と
毎
日
感
謝

し
て
い
ま
す
。
正
月
早
々
大

変
な
事
が
次
々
と
あ
り
、
平

和
に
暮
ら
せ
ま
す
こ
と
願
っ

て
お
り
ま
す
。

鳥
取
県
　
田
中
美
矢
子 

様

坂
東
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
読
ん
で
、
定
年
退
職
後
、

パ
ー
ト
の
私
の
励
み
と
な
り

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

東
京
都
　
三
石
美
枝
子 

様

「
愛
語
の
あ
る
生
き
方
」を
拝

読
い
た
し
ま
し
た
。
坂
東
眞

理
子
先
生
の
心
優
し
さ
に
感

動
い
た
し
ま
し
た
。
私
は
八

十
二
歳
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ

未
熟
者
で
す
の
で
、
宜
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

大
分
県
　
松
樹
英
子 

様

今（
前
）号
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で

い
い
と
い
う
方
が
い
る
が
、

何
も
し
な
い
で
い
た
ら
人
間

は
だ
ら
し
な
く
な
っ
て
い
く

生
き
物
だ
と
思
う
」と
書
か

れ
て
い
ま
し
た
が
、
全
く
そ

の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
道

元
禅
師
様
は「
生
ま
れ
な
が

ら
に
仏
で
あ
る（
本
来
本
法

性
、
天
然
自
性
身
）」と
い
う

言
葉
に
疑
問
を
い
だ
き
、

「
修
せ
ざ
る
に
は
現
れ
ず
、

証
せ
ざ
る
に
は
得
る
こ
と
な

し（
修
証
不
二
、
修
証
一
如
）」

を
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
ま
し

た
。
人
間
は
み
な
仏
性
を
持

っ
て
生
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

の
仏
性
を
曇
ら
せ
て
は
も
っ

た
い
な
い
。
自
分
ら
し
さ
、

そ
れ
を
想
い
描
き
、
そ
れ
に

近
づ
こ
う
と
す
る
努
力
は
必

要
。
そ
ん
な
共
通
点
を
先
生

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
感
じ

ま
し
た
。
学
生
時
代
に『
修

証
義
』に
出
会
っ
た
先
生
が

日
本
を
代
表
す
る
五
人
の
中

に
道
元
禅
師
様
を
挙
げ
ら
れ

た
の
が
流
石
と
思
い
ま
し
た
。

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

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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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 2024年5月末日（当日消印有効）

衆
生
被
困ん

こ

厄く

や

無
量
苦
逼
身ん

し

観ん

か

音ん

の

妙
智
力き

り

能う

の

救
世
間ん

け

苦

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

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。
165号（夏号）～168号（今号）の審査発表は171号（冬号）にて行います。

を
難
困
が
生
衆

被む
う
こ

に
身
が
苦
の
量
無

逼ま
せは

力
の
智
妙
の
音
観能よ

う
も
た
い
救
を
苦
の
間
世
く

り
よ」
品
門
普
「』
経
華
法
『

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。

お申し込み方法

締切

 作品募集

13

風
の
秋
ノ
ア
ピ
の
舎
駅
く
弾
女
少

都
京
東

　

子
代
千
山
青

て
れ
か
お
が
ノ
ア
ピ
に
ど
な
港
空
や
駅
な
き
大
近
最

待
間
時
。
た
し
ま
り
な
く
多
が
と
こ
る
見
を
の
る
い

う
い
と
よ
す
で
い
い
て
い
弾
も
で
誰
に
用
客
乗
の
ち

が
女
少
、
句
の
こ
。
す
ま
れ
わ
思
と
だ
い
ら
計
な
粋

ア
ピ
が」
風
の
秋
「。
す
ま
き
で
ん
か
浮
が
子
様
る

。
す
で
大
き
働
の
て
し
と
語
季
て
せ

隅
片
の
地
路
の
家
民
古

石つ

蕗わ

花
の県

馬
群

　

子
恵
千
藤
佐

せ
わ
合
け
付
は
句
の
こ

）
旋
斡・
合
配
（

例
た
し
功
成
が

い
と
た
い
て
い
咲
が
蕗
石
に
地
路
の
家
民
古
。
す
で

し
か
懐
の
家
民
古
。
す
で
の
る
な
に
句
俳
で
け
だ
う

。
る
く
で
ん
か
浮
に
目
が
色
黄
な
か
や
鮮
の
蕗
石
や
さ

と
あ
。
す
で
の
い
い
も
て
く
な
し
明
説
も
何
は
と
あ

。
す
で
句
俳
が
の
る
す
せ
任
お
に
力
像
想
の
者
読
は

万お

年も

青と

会
窓
同
の
七
十
八
実
の

県
川
奈
神

　

子
り
の
竹
大

て
け
つ
を
葉
い
青
な
味
地
で
ま
秋
ら
か
春
は
青
年
万

し
増
が
さ
寒
。
す
で
物
植
い
な
た
立
目
の
け
だ
る
い

ぶ
と
多
留
歌
へ
根
羽
の
雀
孔
の
袖
振

県
賀
佐

　

子
淳
内
池

こ
る
れ
わ
競
で
姿
袖
振
な
か
や
艶
は
会
大
の
多
留
歌

に
り
取
と
だ
袖
振
は
で
え
考
の
私
。
す
で
い
多
が
と

な
剣
真
の
で
袖
振
、
が
す
で
の
う
思
と
う
ろ
だ
い
く

で
い
な
出
が
気
囲
雰
な
か
や
華
ば
れ
け
な
で
姿
技
競

。
す
ま
い
て
し
功
成
で
と
こ
た
い
描
を
袖
振

詠
者
選

 

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

 か
う
こ
歩
か
う
ろ
乗
に
ス
バ
や
花
の
菜

 

│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

詩
竹
崎
尾

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

　　　 2024年5月末日（当日消印有効）

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
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。



15 14

7

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

六
つ
目
「
正
精
進
」
を
参
究
い
た
し
ま

す
。精

進
と
は
、
一
般
に
は
「
一
つ
の
こ

と
に
精
神
を
集
中
し
て
励
む
こ
と
。
一

生
懸
命
努
力
す
る
こ
と
」
と
認
知
さ
れ 

て
い
ま
す
。
で
は
八
正
道
に
お
け
る

 〝
正
し
い
〟
精
進
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

曹
洞
宗
で
は
、
葬
儀
も
し
く
は
安あ

ん  
名み
ょ
う（

生
前
戒
名
）
授
与
の
際
、
仏
弟
子
と

な
る
た
め
「
授
戒
（
三
帰
戒
）」
と
い
う

「
戒
」
を
授
け
る
儀
礼
を
執
り
行
い
ま
す
。

戒
と
は
仏
弟
子
と
し
て
守
る
べ
き
約
束

事
で
す
。
戒
を
授
か
る
者
は
、
全
て
の

戒
を
ま
も
る
と
誓
う
こ
と
に
よ
っ
て
仏

弟
子
と
な
り
、
証
と
し
て
「
戒か

い 
名み
ょ
う」
が

授
け
ら
れ
る
の
で
す
。

戒
は
三
帰
戒
・
三さ

ん

聚じ
ゅ

浄じ
ょ
う

戒か
い

・
十
じ
ゅ
う

重
じ
ゅ
う

禁き
ん

戒か
い

で
計
十
六
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち

「
正
精
進
」
に
関
す
る
戒
は
「
三
聚
浄

戒
」
で
す
。

 
❖

一
、
摂し
ょ
う 

律り
つ

儀ぎ

戒か
い

：
悪
い
こ
と
を
し
な

い
よ
う
自
ら
を
律
す
る
。

 
❖

二
、
摂し
ょ
う 

善ぜ
ん

法ぼ
う

戒か
い

：
仏
法
に
沿
っ
た
善

い
行
い
を
し
続
け
る
。

 
❖

三
、
摂し
ょ
う 

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

戒か
い

：
全
て
の
存
在
と
共

に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
慈
し
み
や
施

し
の
実
践
を
す
る
。

そ
し
て
戒
に
沿
っ
た
〝
正
し
い
〟
精

進
の
実
践
指
針
は
、

 
❖

決
し
て「
や
み
く
も
に
頑
張
る
」実
践

で
は
な
く
、
自
分・
他
者・
社
会
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
に
想
い

を
馳
せ
る
こ
と
を
基
盤
と
し
て
実
践

し
て
い
く
こ
と
。

 
❖

仏
法
に
沿
い「
自
分
を
労
り
な
が
ら
他

者
や
社
会
に
幸
福
を
与
え
て
い
く
よ

う
手
を
差
し
伸
べ
て
い
く
こ
と
」に
尽

力
す
る
実
践
で
あ
る
こ
と
。

「
頑
張
る
」
と
い
う
実
践
は
、
一
見
素

晴
ら
し
い
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
が
、
な
ぜ
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
か
、

行
う
こ
と
が
、
自
分
を
含
め
多
く
の
方

の
良
縁
や
幸
福
に
向
か
う
実
践
な
の
か

に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
で
な
け
れ
ば
、

自
分
や
社
会
に
と
っ
て
悪
影
響
な
こ
と

を
「
や
み
く
も
に
頑
張
る
」
こ
と
と
な

る
可
能
性
が
高
く
、
心
の
安
寧
や
平
和

の
実
現
と
い
う
お
釈
迦
様
の
教
え
に
忠

実
な
〝
正
し
さ
〟
か
ら
も
離
れ
て
し
ま

う
の
で
す
。

正
精
進
と
は
、
仏
法
に
沿
い
物
事
を

精
細
に
選
択
し
た
上
で
日
常
を
進
ん
で

い
く
た
め
の
実
践
指
針
な
の
で
す
。

今
回
は
、
適
切
に
聞
く
態
勢
と
力
を

つ
け
る
「
当
て
揺
れ
ワ
ー
ク
」
を
お
伝

え
い
た
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

精
し ょ う

進
じ ん

」～なにを馳せるか～

最初の挨拶として手の平を
合わせ合掌礼拝をいたし

ます。次に合掌した状態で上半
身の力を抜き、左右にゆっくり
揺らしていきます。肩や背中に
力を入れて揺れを起こすのでは
なく、腰を左右に揺らすことで、
力を抜いた上半身が連動して揺
れるようにしていきます。そして
合掌している腕や手の平を、力
が抜け揺れている上半身と付随
しながら心地よく動くよう随時
調整します。

握った両手の平の親指と人
差し指で両耳外縁を様々

につまみ、心地よい箇所を探り
ます。見つかりましたら軽く挟ん
でおきます。上半身の力を抜き、
左右にゆっくり揺らしていきます。
腰からの揺れが胴体、さらに首
と連動して揺れながら心地よく
なるよう調整し続けます。さらに
両耳を挟んでいる箇所が首の動
きに伴って心地よく引っ張られる
よう挟み方や強さを調整します。

開いた両手の平を胸にそっ
と添えます。上半身の力

を抜き、左右にゆっくり揺らして
いきます。腰からの揺れによっ
て力を抜いた胴体や首が心地よ
く連動していくよう調整し続けま
す。揺れながら胸の内側から湧
き上がる感覚を手の平で受け止
めます。身体の動き、呼吸、心拍、
皮膚の緊張状態、心の緊張状態、
湧き上がる想いや思考などを素
直に受容し聞き続けます。

合
掌
揺
れ

　
　
　
　
耳
当
て
揺
れ

　
胸
当
て
揺
れ

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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ユナニ医学の基礎理論の本。
『コラサトル ヘクマ』（左）と、『ムファーレ アルゴルーブ』（右）

『アルムジャーズ フィー テッブ』
カーヌンの短編本。1巻。

津軽海峡をバックに対談した二人はこの日がリアルでの初対面。
ダヌーシュ先生は190㎝以上の長身。

太
瑞
知
見
（
以
下
、
知
見
）　
サ

ラ
ー
ム
、
ダ
ヌ
ー
シ
ュ
先
生
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
・
ア
ザ
ル
ギ
ン

（
以
下
、
ダ
ヌ
ー
シ
ュ
）　
サ
ラ
ー

ム
、
知
見
さ
ん
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

知
見
　
ダ
ヌ
ー
シ
ュ
先
生
は
イ

ラ
ン
の
ご
出
身
で
す
よ
ね
。
イ

ラ
ン
の
大
学
で
は
何
を
専
攻
し

て
い
た
の
で
す
か
？

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
は
い
、
イ
ラ
ン

の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ン
市
で
生
ま
れ

育
ち
ま
し
た
。
大
学
で
の
専
攻

は
薬
用
植
物
学
で
す
。
植
物
の

栽
培
や
収
穫
の
仕
方
、
加
工
、

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
オ
イ
ル
の
作

り
方
、
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
の
乾
燥
方
法
な
ど
、
薬
用
植

物
に
関
す
る
一
般
的
な
知
識
や
技
術
を
学
び
ま
し
た
。

知
見
　
薬
用
植
物
学
、
興
味
深
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
イ

ラ
ン
の
伝
統
医
学
と
し
て
学
ぶ
の
で
す
か
？

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
い
い
え
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
伝
わ

っ
た
フ
ィ
ト
セ
ラ
ピ
ー
（
植
物
療
法
）
と
し
て
学
び
ま
し

た
。
ハ
ー
ブ
を
治
療
に
使
う
、
薬
草
療
法
で
す
。
で
す

か
ら
大
学
で
学
ん
だ
の
は
、
西
洋
の
知
識
に
基
づ
い
た

も
の
で
、
ユ
ナ
ニ
医
学
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

知
見
　
そ
う
な
の
で
す
ね
。
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
の
伝
統

医
学
で
あ
る
ユ
ナ
ニ
医
学
は
、
世
界
三
大
伝
統
医
学
の

う
ち
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
ユ
ナ
ニ
医
学
に
つ
い
て
少
し
教
え
て
く

だ
さ
い
。

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
ユ
ナ
ニ
医
学
は
、
ギ
リ
シ
ャ
が
発
祥
の

医
学
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

知
見
　
え
、
ギ
リ
シ
ャ
医
学
か
ら
？
　
イ
ス
ラ
ム
教
か

ら
派
生
し
た
医
学
で
は
な
い
の
で
す
か
？

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
古
い
時
代
の
こ
と
な
の
で
年
代
は
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
が
、
ギ
リ
シ
ャ
の
医
学
知
識
に
基
づ
い

て
ユ
ナ
ニ
医
学
が
発
展
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
人
間
を

四
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
風
、

火
、
水
、
土
地
の
四
つ
で
す
。

 
❖

風
　
　Hawa

（
ハ
ワ
）　air/wind

 
❖

火
　
　Nār

（
ナ
ー
ル
）　fire

 
❖

水
　
　M

ā

（
マ
ー
ァ
）　water

 
❖

土
地
　Azr

（
ア
ズ
ル
）　earth

知
見
　
え
え
ぇ
！
　
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
！
　

仏
教
で
も
「
四し

大だ
い

」
と
い
っ
て
、
こ
の
宇
宙
や
人
体
が

四
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。
並

び
方
は
違
い
ま
す
が
「
地ち

・
水す
い
・
火か

・
風ふ
う

」、
同
じ
で
す

ね
！

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
イ
ン
ド
の
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
こ

れ
に
「
空く
う（space

）」
を
加
え
た
、「
五ご

大だ
い

」
と
い
い
ま
す

よ
ね
。

ダ
ヌ
ー
シュ・

  

ア
ザ
ル
ギ
ン 

先
生

ユ
ナ
ニ
医
学
　
自
然
療
法
士

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

太
瑞
知
見

仏
教
とと

伝
統
医
学

仏
教
とと

伝
統
医
学

3

仏
教
と
い
う
窓
か
ら
、

伝
統
医
学
を
の
ぞ
き
込
み
ま
し
ょ
う
！
　

今
回
は
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
の

伝
統
的
医
学
で
あ
る
ユ
ナ
ニ
医
学
で
す
。

太
瑞
知
見
（
た
い
ず
い
・
ち
け
ん
）

長
崎
県
玉
峰
寺
住
職
、
薬
剤
師
。
九

州
大
学
大
学
院
で
薬
学
を
修
め
、
そ

の
後
駒
澤
大
学
大
学
院
（
仏
教
学
）

修
了
。
古
代
イ
ン
ド
の
医
学
書
『
チ

ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
邦
訳
の

一
部
を
担
い
、
原
始
仏
典
を
薬
学
の

知
識
を
も
っ
て
読
み
解
い
た
『
お
釈

迦
さ
ま
の
薬
箱
』（
河
出
書
房
新
社
）

を
上
梓
。
そ
の
後
も
科
学
と
仏
教
の

交
わ
り
を
優
し
い
語
り
口
で
説
く
随

筆
を
多
数
発
表
。
ま
た
、
学
生
や
外

国
人
に
対
す
る
坐
禅
指
導
や
法
話
も

行
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
曹
洞
宗
宗

務
庁
刊
『
て
ら
ス
ク
ー
ル
』『
禅
の

友
』
で
連
載
中
。
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ジョワーレシュ アムラとゴルカンド。この二つは有名な
ユナニ医学の薬で、ダヌーシュ先生の師匠の工場で製造さ
れたもの。

ハッベアンバールとカミーレガウザバーン。ユナニ医学の
薬でパキスタンのハムダード社が製造したもの。脳の機能
を高める効果。ハムダード社はインドとパキスタンで最も
有名なユナニ医学の薬を製造する会社である。

友人から貰ったムスリムの服
（ガバー）。手に持っているのは

数珠（タスビーフ）。

な
ど
を
料
理
に
使
い
ま
す
。 

こ
れ
は
と
て
も
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
で
、
イ
ラ
ン
の
お
母
さ
ん
た
ち
は
誰
で
も
知
っ
て

い
ま
す
。

　
逆
に
体
が
熱
い
場
合
に
は
、
ス
イ
カ
を
食
べ
た
ほ
う

が
い
い
こ
と
も
知
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
リ
ン
ゴ

を
食
べ
た
り
、
冷
た
い
水
を
飲
ん
だ
り
し
ま
す
。
ヨ
ー

グ
ル
ト
も
い
い
の
で
す
が
、
食
べ
す
ぎ
る
と
「
体
が
冷

え
す
ぎ
る
よ
」
と
注
意
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

知
見
　
イ
ラ
ン
の
人
た
ち
は
、
み
ん
な
食
物
の
効
果
を

知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
し
か
も
そ
の
知
識

は
ユ
ナ
ニ
医
学
か
ら
き
て
い
る
と
。

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
そ
う
で
す
。
公
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
て

も
、
家
庭
で
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
受
け
継
が
れ
て
き
た

の
で
す
。

知
見
　
　

ま
さ
に
民

間
薬
で
す
ね
。

最
後
に
、
ダ
ヌ
ー
シ
ュ

先
生
の
こ
れ
か
ら
の
プ
ラ
ン
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
イ
ラ
ン
に
戻
っ
て
、

薬
用
植
物
の
販
売
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
た
く
さ

ん
の
伝
統
医
学
の
書
物

を
集
め
て
研
究
も

し
た
い
で
す
。

よ
り
良
い

知
識
と
よ

り
良
い
治
療

の
術す
べ

を
得
る
た
め
に
勉
強

を
し
続
け
る
、
私
の
人
生
最
後

の
瞬
間
ま
で
。
そ
れ
が
私
の
プ
ラ
ン
で
す
。

知
見
　
素
晴
ら
し
い
！
　
い
つ
か
イ
ラ
ン
に
も
遊
び

に
行
き
た
い
で
す
。
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

知
見
　
は
い
、
仏
教
で
も
「
地
・
水
・
火
・

風
・
空
」
で
五
大
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
五
輪
塔
や
五
重
の
塔
の
モ
チ

ー
フ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ

で
仏
教
と
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
と
は
、

驚
き
で
す
！

　
と
こ
ろ
で
、
ユ
ナ
ニ
医
学
は
い
ま
で
も

イ
ラ
ン
の
医
療
現
場
で
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
す
か
？

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
残
念
な
が
ら
、
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ラ
ン
革
命
（
一
九
七
九

年
）
以
前
に
は
、
ユ
ナ
ニ
医
学
は
政
府
か

ら
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

知
見
　
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
か
！
　
伝
統
医

学
を
禁
じ
る
な
ん
て
！

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
日
本
で
も
、
江
戸
時
代
の
後
期
に
は
蘭

学
（
西
洋
の
学
術
や
文
化
を
オ
ラ
ン
ダ
語
で
研
究
し
た
学
問
）

が
栄
え
て
、
漢
方
が
劣
勢
に
な
り
ま
し
た
よ
ね
。
同
じ

よ
う
な
こ
と
が
、
イ
ラ
ン
で
も
起
こ
っ
た
の
で
す
。

知
見
　
な
る
ほ
ど
同
じ
で
す
ね
。
近
代
化
の
際
に
伝
統

的
な
も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
禁
止
さ
れ
た
時
代
が
長
く
続
く
と
、
専

門
的
で
学
問
的
な
分
野
で
は
、
研
究
を
続
け
る
こ
と
が

難
し
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
家
庭
で
は
ユ
ナ
ニ
医
学

の
考
え
を
し
っ
か
り
と
継
承
し
て
き
た
の
で
す
。

知
見
　
民
間
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
知
識
が
伝
承
さ
れ
て
い

く
の
か
！
　
面
白
い
で
す
ね
。

ダ
ヌ
ー
シ
ュ
　
イ
ラ
ン
人
は
ホ
ッ
ト
（
暑
さ
・
熱
）
と
コ

ー
ル
ド
（
寒
さ
・
冷
）
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
体
が
冷
え
た
場
合
に
は
、
家
庭
で
は
生
姜
が

勧
め
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
そ
れ
が
冷

蔵
庫
で
冷
や
し
て
あ
っ
た
と
し
て
も
、

生
姜
に
は
体
を
温
め
る
効
果
が
あ
る

の
で
す
。
ま
た
は
、「
あ
な
た
の
体

は
冷
え
て
い
る
の
で
、
体
内
の
「
火
」

を
強
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
言

っ
て
、
唐
辛
子
、
生
姜
、
コ
シ
ョ
ウ

Danoush Azargin
（ダヌーシュ・アザルギン）
1977 年イラン・エスファハン市
生まれ。ユナニ医学の自然療法士。
様々な機関で学んでおり、薬用植
物学（テヘラン：Molla Sadra 高
等教育センター、カラジ市：イマ
ームホメイニー高等教育センター、
インド：グジャラート・アーユル
ヴェーダ大学）、ユナニ医薬（ゴム
市：Qom and Touba Institute・
Ehiya e Teb）、民俗研究（インド：
グワハティ大学）で修学。職歴も
豊かで、小学校（イラン）や英会
話の教師（日本）、複数の製薬会
社にて研究員や主任を務めた。イ
ラ ン 最 大 の 植 物 薬 の 製 薬 会 社
Barij Essence やTouba 社、製 薬
会社Shefanagar、ゴム医大附属
の Darmangaran（伝統医学のク
リニック）に勤務。現在は、自然
食品店「Shefa」（イラン・ゴム市）
の経営者。インドの大学のヨガの
資格を有し、日本の代替医療にも
興味を持ち、レイキや骨盤湧命法
なども学んでいる。
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昨
今
、
巷
に
耳
慣
れ
な
い
用
語
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
。

生
成
Ａ
Ｉ
（
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
＝

人
工
知
能
）、
Ｖ
Ｒ
（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
＝
仮
想
現

実
）、
Ａ
Ｒ
（
オ
ー
グ
メ
ン
テ
ッ
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
＝
拡
張
現

実
）
な
ど
だ
。
い
ず
れ
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
電
子
頭
脳
）

の
驚
異
的
な
発
達
が
生
み
出
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
、

私
た
ち
の
誰
も
が
そ
の
影
響
を
免
れ
な
い
と
い
う
。

生
成
Ａ
Ｉ
は
、
電
子
媒
体
に
よ
る
新
た
な
文
章
や
画

像
を
作
成
で
き
る
人
工
知
能
だ
。
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ

ン
グ
（
深
層
学
習
）
と
い
っ
て
、
絶
え
間
な
く
更
新
さ
れ

る
情
報
を
み
ず
か
ら
学
習
し
て
、
機
能
を
よ
り
高
く
で

き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
Ｖ
Ｒ
は
、
専
用
の
ゴ

ー
グ
ル
を
用
い
て
人
間
の
視
界
を
覆
え
ば
、
全
周
（
３

６
０
度
）
の
映
像
を
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
実
際
に
そ
の

空
間
に
い
る
感
覚
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
Ｒ
は
、

肉
眼
で
直
接
見
る
こ
と
が
で
き
る
現
実
の
世
界
に
重
ね

て
、
本
来
そ
の
現
実
空
間
に
存
在
し
な
い
情
報
を
表
示

す
る
。

で
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
ど
う
な
る
か
。

Ｖ
Ｒ
や
Ａ
Ｒ
に
よ
っ
て
人
間
の
視
覚
を
変
換
し
な
が
ら
、

生
成
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
感
覚
を
刺
激
す
れ
ば
、

刺
激
に
よ
り
全
感
覚
を
錯
覚
さ
せ
ら
れ
る
。
感
覚
を
錯

覚
さ
せ
変
換
さ
せ
る
と
、
通
常
存
在
し
得
な
い
事
象
を

リ
ア
ル
に
体
験
で
き
る
の
で
、
新
た
な
感
覚
の
提
供
が

可
能
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
創
造
力
を
増
大
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

し
か
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
楽
観
的
だ
。
こ
れ
ま
で
以

上
に
創
造
力
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
で
済
む

「
生
成
Ａ
Ｉ
教
」は

誕
生
す
る
か
？正

木
晃　
写
真
｜
金
子
悟

正木晃
（まさき・あきら）
宗 教 学 者。1953年、
神奈川県生まれ。国際
日本文化研究センター
客員助教授を経て、早
稲田大学オープンカレ
ッジ講師。『現代語訳
法華経』『「ほとけ」論』
など多数の著書がある。 
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い
う
話
を
聞
い
て
い
る
。
そ
の
知
人
と
は
脳
生
理
学
者

で
、
特
に
言
葉
と
脳
の
関
係
に
つ
い
て
の
第
一
人
者
と

し
て
著
名
な
酒
井
邦
嘉
・
東
京
大
学
教
授
だ
。
酒
井
先

生
に
よ
れ
ば
、
生
成
Ａ
Ｉ
と
対
話
を
繰
り
返
し
て
い
る

と
、
生
成
Ａ
Ｉ
が
相
手
の
性
格
や
好
き
嫌
い
を
見
抜
い

て
、
相
手
が
喜
び
そ
う
な
答
え
を
八
割
く
ら
い
出
す
と

い
う
。
し
た
が
っ
て
対
人
関
係
に
悩
む
人
に
と
っ
て
は

福
音
で
、
最
高
の
伴
侶
や
友
人
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
に
、
Ｖ
Ｒ
や
Ａ
Ｒ
が
加
わ
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
か
、

考
え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
ん
な
事
態
が
仏
教
界
で
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
悩
み
事
を
相
談
し
て
も
お
ざ
な
り
の
対
応
し
か
で

き
な
い
菩
提
寺
の
住
職
よ
り
も
、
懇
切
丁
寧
に
接
し
て

く
れ
る
生
成
Ａ
Ｉ
の
ほ
う
が
ず
っ
と
親
し
み
を
感
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
不
勉
強
で
ろ
く
な
説
教
も
で
き

な
い
僧
侶
よ
り
も
、
最
新
の
知
見
や
情
報
を
と
り
い
れ

て
、
わ
か
り
や
す
く
仏
教
を
語
る
生
成
Ａ
Ｉ
の
ほ
う
が

も
て
は
や
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
え
ば
、
30
年
ほ
ど
前
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
と

ん
で
も
な
い
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
信
者
に
Ｌ
Ｓ
Ｄ
と

覚
醒
剤
を
混
ぜ
た
液
体
を
飲
ま
せ
て
尋
常
な
ら
ざ
る
意

識
状
態
に
し
た
う
え
で
、
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ん
だ
教
祖

の
声
を
延
々
と
聞
か
せ
て
、
教
祖
の
命
令
な
ら
ど
ん
な

内
容
で
も
喜
ん
で
従
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
体
験
し
た
人

に
よ
る
と
、
あ
る
程
度
、
成
功
し
た
形
跡
が
あ
る
。

今
な
ら
薬
物
を
用
い
な
く
て
も
、
生
成
Ａ
Ｉ
＋
Ｖ
Ｒ

＋
Ａ
Ｒ
で
、
深
い
瞑
想
で
や
っ
と
得
ら
れ
る
よ
う
な
境

地
す
ら
、
擬
似
的
に
体
験
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
そ
の
体
験
が
擬
似
的
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ず
、

真
の
体
験
と
思
い
込
み
、
あ
ら
ぬ
道
に
踏
み
迷
う
人
が

現
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
体
験
が
擬
似
的
な
も
の
で
、
真
の
体
験
で
は
な

い
こ
と
を
誰
が
教
え
諭
せ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
坐
禅

な
ど
の
修
行
を
積
み
重
ね
て
、
真
の
体
験
を
得
た
者
以

外
に
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
が
、
生
成
Ａ
Ｉ
な
ど
の
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
実
体
験
が
ま
す

ま
す
重
要
に
な
る
理
由
だ
。

だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、

「
感
覚
の
錯
覚
」
が
キ
ー

ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
か

ら
だ
。
も
し
か
し
た
ら
、

恐
ろ
し
い
事
態
が
、
た
と

え
ば
幻
覚
剤
を
服
用
し
た

と
き
に
似
た
こ
と
が
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
。

参
考
に
な
る
事
例
が
あ

る
。
か
つ
て
欧
米
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
間
に
、
Ｌ
Ｓ

Ｄ
な
ど
の
強
力
な
幻
覚
剤

を
服
用
し
て
脳
を
刺
激
し
、

新
た
な
創
造
を
め
ざ
す
者

が
現
れ
た
。
た
し
か
に
一

部
は
成
功
し
た
。
そ
れ
ま

で
誰
も
描
け
な
か
っ
た
絵

を
描
き
、
誰
も
作
れ
な
か

っ
た
曲
を
作
り
出
し
た
の

だ
か
ら
。
た
だ
し
そ
の
反

動
も
半
端
で
は
な
か
っ
た
。

強
烈
な
依
存
が
起
こ
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
多
く
の
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
が
不
慮
の
死
を
遂

げ
た
。

し
か
も
気
に
な
る
情
報

が
あ
る
。
知
人
か
ら
こ
う

写真｜金子 悟（かねこ  さとる）
1974年、横浜生まれ。早稲田大学芸術学校空間映像科卒。High Five Photos合同会社代表。



第3回　安城市新美南吉絵本大賞　大賞受賞

昭和初期の児童文学作家、
新美南吉の作品に、本誌に挿絵を
描いてくれている本間希代子さんが、
暖かい絵を添えています。

ひとつの火
新美南吉［文］　ほんまきよこ［絵］

発行 安城市図書情報館
出版年 2023年
ハードカバー A4判
30ページ
定価 880円（税込）

本
間
希
代
子（
ほ
ん
ま・き
よ
こ
）

画
家
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
。
名

古
屋
芸
術
大
学
美
術
学
部
絵
画

科
洋
画
専
攻
卒
業
。
岐
阜
県
森

林
山
村
文
化
研
究
員
と
し
て
岐

阜
県
加
子
母
村
に
赴
任
、
任
期

満
了
後
も
加
子
母
で
暮
ら
し
な

が
ら
制
作
活
動
中
。
古
楽
器
奏

者
の
夫 

渡
辺
敏
晴
と
「
ア
ト
リ

エ
玉
手
箱
」
を
主
宰
。
２
０
２
３

年
に
第
３
回
安
城
市
新
美
南
吉

絵
本
大
賞
を
受
賞
し
、絵
本
『
ひ

と
つ
の
火
』
を
出
版
。

アトリエ玉手箱
Eメール： info@tebako.jp
ハガキ：〒508-0421 岐阜県中津川市加子母3921-5
 送料 185円（1冊）

ご希望の方は、アトリエ玉手箱までご連絡下さい。
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表紙画「散る桜 残る桜も 散る桜」／平川恒太
江戸時代後期の曹洞宗僧侶である良寛が詠んだ春の句をテーマに描きました。良寛ゆかりの地である国上山には良寛と子供達の像があります。その周りには桜の木が植
えられており、その風景から良寛の「散る桜 残る桜も 散る桜」を思い出しました。
私が学んだ東京藝術大学油画科はもともと西洋絵画を起源としており、西洋美術史を勉強します。その中に、ラテン語で「メメント・モリ（自分がいつか必ず死ぬことを
忘れるな）」という主題があります。髑髏などが描かれ一見すると不吉な絵画ですが、そこには短い人生を楽しめというメッセージがあります。
さて、良寛のこの歌はどうでしょうか？　桜には春の訪れを象徴しおめでたいイメージがある一方、すぐに散っていく儚いイメージもあります。やはり良寛も咲いた瞬
間から、やがて散りゆく運命をこの句にしたのではないでしょうか。
今を楽しく精一杯生きる。言葉にするのは容易いですが、実際はなかなか難しいです。人間、怠けて生きてしまうものです。




