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上野村産業情報センターとともに開催した餅つき。

三国山を水源とする清流・神流川。上野村ではその環境維持に長く
注力してきた。

山
の
信
仰
　 

信
仰
の
歴
史

私
の
家
は
、
東
京
と
群
馬
県
の

山
村
、
上
野
村
に
あ
っ
て
、
こ
の

ふ
た
つ
の
家
で
の
暮
ら
し
が
半
世

紀
ほ
ど
つ
づ
い
て
い
る
。
上
野
村

は
若
い
頃
釣
り
に
出
か
け
た
村
で
、

自
然
の
様
子
も
村
人
の
つ
く
る
世

界
も
、
私
に
は
相
性
が
よ
か
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
上
野
村
の

家
が
欲
し
く
な
り
、
あ
る
と
き
古

い
家
を
譲
っ
て
も
ら
っ
た
。

私
の
家
が
あ
る
の
は
須
郷
と
い

う
小
さ
な
集
落
で
、
数
件
の「
近

所
」の
奧
に
は
、
す
べ
て
を
飲
み

込
む
よ
う
に
山
と
森
の
景
色
が
広

が
っ
て
い
る
。

こ
の
集
落
に
は
、
須
郷
神
社
と

呼
ば
れ
て
い
た
さ
さ
や
か
な
神
社

が
あ
っ
た
。
神
社
な
の
に
境
内
に

は
石
仏
が
何
体
も
あ
っ
て
、
神
社

ら
し
く
な
い
雰
囲
気
も
も
っ
て
い

た
。い

ま
か
ら
二
十
五
年
く
ら
い
前
、

寄
り
合
い
で
集
落
の
長
老
た
ち
か

ら
ひ
と
つ
の
提
案
が
出
さ
れ
た
。

須
郷
神
社
を
神
社
本
庁
か
ら
脱
退

さ
せ
る
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
長

老
た
ち
が
い
う
に
は
、
こ
こ
は
神

仏
習
合
の
お
堂
だ
っ
た
。
須
郷
集

落
で
暮
ら
す
人
た
ち
は
御お

ん
た
け嶽
信
仰

が
強
く
、
そ
の
お
堂
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
木
曽
の
御
嶽
山
を
霊
山
と

し
て
仰
ぐ
信
仰
で
、
御
嶽
修
験
道

と
結
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
明
治

元
年（
正
確
に
は
慶
応
四
年
）
に
神
仏

分
離
令
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治

五
年
に
は
修
験
道
廃
止
令
が
公
布

さ
れ
て
、
修
験
道
は
国
の
命
令
で

禁
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
と
も

に
神
社
の
統
廃
合
も
進
め
ら
れ
、

須
郷
の
神
仏
習
合
の
お
堂
も
神
社

化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

長
老
た
ち
の
提
案
は
、
自
分
た

ち
は
こ
の
経
緯
を
子
ど
も
の
頃
か

ら
何
度
も
聞
か
さ
れ
て
い
て
よ
く

知
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
か
ら

は
そ
の
い
き
さ
つ
を
知
ら
な
い
人

も
出
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
、
自
分

た
ち
が
死
ぬ
前
に
須
郷
の
お
堂
を

昔
の
姿
に
戻
し
た
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
神
社

本
庁
か
ら
脱
退
し
、
神
社
で
あ
る

こ
と
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
長
老
た
ち
の
提
案
は
満

場
一
致
で
可
決
さ
れ
、
神
社
本
庁

に
脱
退
す
る
旨
の
通
告
が
な
さ
れ

た
。
そ
の
後
何
度
か
神
社
本
庁
側

か
ら
の
説
得
が
な
さ
れ
た
が
、
集

落
の
人
々
の
意
志
は
固
く
、
須
郷

神
社
は
須
郷
の
お
堂
に
戻
さ
れ
た
。

こ
の
集
落
の
家
を
譲
っ
て
も
ら

っ
た
と
き
、
私
に
は
少
し
考
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。

元
の
持
ち
主
は
村
を
離
れ
て
都
市

で
暮
ら
し
い
て
、
私
は
そ
の
人
か

ら
家
と
土
地
を
譲
っ
て
も
ら
っ
た
。

東
京
の
家
な
ら
こ
れ
で
す
べ
て
完

了
で
い
い
の
だ
け
れ
ど
、
村
に
い

る
と
ま
だ
手
続
き
が
終
わ
っ
て
い

な
い
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
く

る
。
こ
の
家
は
、
譲
り
渡
さ
れ
た

そ
の
日
か
ら
暮
ら
せ
る
状
態
だ
っ

た
。
家
の
前
ま
で
道
が
き
て
い
て
、

電
気
も
水
道
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が

道
も
電
気
も
水
道
も
、
集
落
の
人

た
ち
が
力
を
合
わ
せ
て
つ
く
り
あ

げ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
水
道
の
水
は
、
山
の
中
腹
の
湧

き
水
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
湧

き
水
は
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
た
と
い
う
伝
承
を
も
っ
て
い

る
が
、
こ
の
伝
承
を
信
じ
て
い
る

人
は
い
な
い
。
こ
の
湧
き
水
を
山

か
ら
引
き
、
タ
ン
ク
に
た
め
て
各

家
に
水
道
と
し
て
配
る
集
落
独
自

の
水
道
で
あ
る
。

こ
れ
は
集
落
の
人
た
ち
が
つ
く

り
あ
げ
た
も
の
だ
。
電
気
も
昔
は

か
な
り
の
負
担
金
を
払
っ
て
電
力

会
社
に
ケ
ー
ブ
ル
を
伸
ば
し
て
も

ら
う
必
要
が
あ
っ
た
し
、
道
路
も

自
分
た
ち
で
広
げ
、
管
理
し
て
き

た
道
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
私
が
こ
こ
で
暮
ら

せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
集
落
の
ご

先
祖
様
の
お
か
げ
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
対
し
て
私

は
ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
。

私
は
自
分
の
気
持
ち
を
集
落
の

長
老
に
伝
え
、
集
落
の
会
計
に
幾

ら
か
の
寄
付
を
す
る
く
ら
い
の
こ

と
は
し
た
い
と
申
し
出
た
。
次
の

寄
り
合
い
が
開
か
れ
た
と
き
、

「
内
山
さ
ん
か
ら
こ
う
い
う
申
し

出
が
あ
る
が
」と
長
老
は
出
席
者

に
は
か
っ
た
。
み
な
が
ち
ょ
っ
と

考
え
、
す
ぐ
に
結
論
が
出
た
。
そ

れ
は
家
に
く
っ
つ
い
て
い
る
も
の

だ
か
ら
、
家
を
購
入
し
た
時
点
で

終
了
し
て
い
る
。
何
も
心
配
し
な

い
で
よ
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

こ
の
集
落
の
長
老
た
ち
は
、
朝

起
き
る
と「
般
若
心
経
」
を
唱
え

て
か
ら
一
日
を
は
じ
め
る
暮
ら
し

を
し
て
い
た
。
長
老
た
ち
は
、
自

分
た
ち
が
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
て
い
た
。
修
験
道
は
古
く

か
ら
あ
る
自
然
信
仰
と
初
期
密
教

系
の
仏
教
が
融
合
し
て
生
ま
れ
た

信
仰
で
あ
る
。
話
を
聞
い
て
い
く

と
、
昔
は
み
ん
な
で
木
曽
の
御
嶽

山
に
修
行
に
出
か
け
た
も
の
の
、

最
近
で
は
長
ら
く
行
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、

と
私
は
ひ
と
つ
の
提
案
を
し
た
。

集
落
の
会
計
へ
の
寄
付
は
い
ら
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
代

わ
り
に
希
望
者
を
御
嶽
山
に
案
内

し
よ
う
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
を
借
り
て
、
御
嶽
山

の
麓
に
泊
ま
っ
て
翌
日
山
に
入
る
。

費
用
は
私
が
も
つ
。
そ
ん
な
感
じ

で
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
提
案
に
、
長
老
た
ち
は
喜
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と
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え
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民衆による信仰の歴史
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上野村から望む美しい山々

人
で
も
、
ま
し
て
や
性
別
や
偏
差

値
な
ど
で
は
測
れ
な
い
力
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
自
覚
が
な

か
な
か
持
て
な
い
、
特
に
女
性
の

多
く
は「
自
分
な
ん
て
大
し
た
こ

と
は
な
い
」
と
か「
大
事
な
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
は
男
性
が
つ
く
も
の

だ
」な
ど
と
思
い
込
み
、
成
長
や

挑
戦
を
自
ら
制
限
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
も
感
じ
ま
す
。
最
近
の

言
葉
で「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ

ア
ス
」と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
無

意
識
の
偏
見
や
思
い
込
み
か
ら
自

身
を
解
放
し
、
本
来
そ
の
人
が
も

っ
て
い
る
可
能
性
を
引
き
出
す
こ

と
に
教
育
の
目
的
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
み
ん
な
が
み
ん
な
天
下
の

秀
才
に
な
る
必
要
も
な
い
は
ず
な

の
に
、
特
別
に
優
れ
て
い
る
他
者

と
比
較
し
て
、「
ど
う
せ
私
な
ん

か
」と
自
信
を
無
く
し
て
生
き
る

な
ん
て
悲
し
い
で
し
ょ
う
。
自
己

肯
定
感
を
持
ち
に
く
い
育
ち
を
し

て
い
る
人
は
、
今
の
時
代
で
も
ま

だ
ま
だ
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

大
事
な
こ
と
は
、
小
さ
な
チ
ャ
レ

ン
ジ
を
重
ね
て
、
コ
ツ
コ
ツ
と
成

功
体
験
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
。

実
力
の
何
倍
も
ス
ト
レ
ッ
チ
し
な

い
と
届
か
な
い
問
題
よ
り
も
、
ま

ず
は
少
し
だ
け
が
ん
ば
れ
ば
達
成

で
き
る
課
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と

で
す
。
特
に
大
人
が
す
べ
き
こ
と

は
、
次
世
代
の
一
人
ひ
と
り
が
適

切
な
課
題
を
見
つ
け
の
り
こ
え
る

サ
ポ
ー
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

宗
教
と
教
育
の 

共
通
点

非
合
理
的
な
こ
と
を
言
葉
に
し

な
い
と
い
う
意
味
で
、「
子し

は
怪か

い

力り
ょ
く

乱
神
を
語
ら
ず
」と
い
う
儒
教

の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
デ
カ
ル
ト

や
ス
ピ
ノ
ザ
な
ど
の
哲
学
者
や
そ

の
系
譜
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を

合
理
的
に
考
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

何
も
か
も
こ
の
世
の
全
て
を
神
が

作
っ
た
と
信
じ
た
時
点
で
思
考
停

止
し
て
し
ま
う
、
そ
れ
で
は
い
け

な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。

現
在
も
、
教
育
を
含
め
た
あ
ら
ゆ

る
場
面
で
、
合
理
的
で
あ
る
こ
と

が
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
一
方
で
科
学
を
極
め
て
い
く
と
、

理
屈
で
は
割
り
切
れ
な
い
こ
と
が

出
て
き
ま
す
。
奇
跡
の
よ
う
な
Ｄ

Ｎ
Ａ
の
つ
な
が
り
や
、
あ
る
い
は
、

私
た
ち
の
日
常
で
も
合
理
的
で
は

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
で
し

ょ
う
。
努
力
が
必
ず
し
も
毎
回
報

わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
良
い

人
で
も
苦
労
の
多
い
人
生
を
生
き

て
い
た
り
、
良
く
な
い
こ
と
を
し

て
い
る
人
が
権
力
の
座
に
の
さ
ば

っ
て
い
た
り
。
そ
ん
な
時
、
神
様

は
ち
ゃ
ん
と
見
て
い
る
と
か
、
あ

な
た
に
耐
え
る
力
が
あ
る
か
ら
こ

そ
の
試
練
な
の
だ
と
か
、
そ
ん
な

言
葉
を
も
ら
う
と
ホ
ッ
と
で
き
ま

す
よ
ね
。
考
え
方
を
変
え
、
次
に

進
む
た
め
の
大
事
な
気
づ
き
を
く

れ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も

こ
う
し
た
言
葉
や
価
値
観
は
、
組

織
的
な
教
育
現
場
で
は
伝
え
切
れ

な
い
ん
で
す
ね
。
学
習
指
導
要
領

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
す
。
こ
う
し
た
思
い
や
り
や
気

づ
き
、
新
し
い
視
点
を
示
す
こ
と

な
ど
、
ま
さ
に
仏
教
の
教
え
が
い

か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。一

方
で
、
宗
教
に
拠
り
ど
こ
ろ

を
求
め
て
集
団
に
属
し
、
自
分
の

居
場
所
を
見
出
し
て
し
ま
う
こ
と

は
、
時
に
危
険
を
招
き
か
ね
ま
せ

ん
。
特
に
若
い
世
代
に
は
注
意
し

て
も
ら
い
た
い
こ
と
で
す
。
か
つ

て
の
日
本
に
は
地
縁
血
縁
が
あ
り
、

人
々
を
ま
と
め
て
い
ま
し
た
。
高

度
経
済
成
長
期
に
地
縁
が
希
薄
に

な
っ
て
も
、
企
業
に
力
が
あ
り
ま

し
た
。「
会
社
を
大
事
に
、
み
ん

な
で
が
ん
ば
ろ
う
」と
企
業
が
繋

が
り
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
が
経
済
力

を
失
っ
て
以
降
、
社
縁
に
よ
る
効

力
も
失
わ
れ
た
ま
ま
。
そ
こ
に
つ

け
込
む
カ
ル
ト
に
は
、
わ
た
し
た

ち
み
ん
な
で
注
意
し
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

宗
教
者
に
願
う
、 

救
い
手
と
し
て
の
存
在

社
会
の
停
滞
が
続
き
、
社
会
不

安
を
一
気
に
自
分
ご
と
に
感
じ
て

し
ま
う
気
持
ち
も
わ
か
り
ま
す
が
、

し
か
し
、
不
安
を
言
い
出
し
た
ら

キ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
き
っ
と

社
会
シ
ス
テ
ム
が
順
調
だ
っ
た
時

代
で
も
、
不
安
な
人
は
不
安
だ
っ

た
は
ず
。
不
安
に
な
っ
て
い
る
だ

け
で
は
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

「
自
分
だ
け
で
は
な
い
」
と
思
え

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
与
え
ら
れ

た
場
所
で
自
分
の
ベ
ス
ト
を
尽
く

そ
う
、
と
強
い
気
持
ち
を
持
つ
こ

と
。
不
安
に
負
け
て
し
ま
わ
な
い

よ
う
、
宗
教
者
の
皆
さ
ん
に
は
そ

う
し
た
人
々
を
応
援
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で

「
お
葬
式
を
し
な
い
」
と
聞
く
こ

と
が
増
え
ま
し
た
。
家
族
だ
け
で

済
ま
す
家
族
葬
、
あ
る
い
は
直
葬

と
い
っ
て
弔
問
も
何
も
な
く
、
火

葬
だ
け
を
行
う
こ
と
も
多
い
そ
う

で
す
。
考
え
方
は
い
ろ
い
ろ
で
す

が
、
死
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が

な
く
な
る
こ
と
は
残
念
だ
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
身
近
な
と
こ

ろ
で
起
こ
る
お
葬
式
は
、
自
分
の

人
生
、
そ
し
て
生
と
死
を
考
え
る

機
会
で
も
あ
っ
た
は
ず
。
一
方
で
、

儀
式
ば
か
り
を
重
ん
じ
る
伝
統
仏

教
に
と
っ
て
は
、
変
化
の
時
と
も

言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
生
き
て
迷

っ
て
い
る
人
、
苦
し
み
に
囚
わ
れ

て
い
る
人
、
な
ぜ
自
分
の
人
生
は

う
ま
く
い
か
な
い
ん
だ
と
悩
ん
で

い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
か
ら
。

僧
侶
の
皆
さ
ん
は
そ
れ
を
、
煩
悩

だ
と
切
り
捨
て
て
し
ま
わ
ず
に
、

苦
し
み
か
ら
抜
け
出
す
視
点
を
伝

え
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
活
動
に

期
待
し
て
い
ま
す
。
お
経
を
そ
の

ま
ま
読
む
だ
け
で
は
伝
わ
り
に
く

い
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
形

式
通
り
に
檀
家
に
な
れ
る
人
ば
か

り
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
ど
う
し

た
ら
仏
教
の
考
え
方
が
伝
わ
る
だ

ろ
う
か
、
と
工
夫
し
て
く
だ
さ
る

こ
と
を
お
願
い
し
た
い
で
す
。

私
が
生
ま
れ
育
っ
た
富
山
の
立

山
町
に
は
、
龍
光
寺
と
い
う
曹
洞

宗
の
お
寺
が
あ
り
、
私
は
三
歳
か

ら
そ
こ
の
五
百
石
保
育
園
に
通
っ

て
い
ま
し
た
。
戦
後
は
全
国
に
お

寺
が
経
営
す
る
幼
稚
園
や
保
育
所

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
ね
。
こ

れ
か
ら
の
お
寺
に
は
、
高
齢
者
ホ

ー
ム
と
か
在
宅
ケ
ア
と
い
っ
た
分

野
に
関
わ
っ
て
も
ら
え
た
ら
良
い

な
ぁ
と
思
う
ん
で
す
。
人
生
の
締

め
く
く
り
方
を
悩
ん
で
い
る
方
は

本
当
に
多
い
で
す
か
ら
。
な
か
な

か
他
人
と
話
せ
な
い
死
生
観
に
つ

い
て
な
ど
、
宗
教
者
の
強
み
を
活

か
し
て
、
助
け
に
な
っ
て
も
ら
え

た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
取
材
：
柳
澤　

 

円
）

（
撮
影
：
羽
柴 

和
也
）

ん
で
く
れ
た
。
と
こ
ろ
が
数
日
が

過
ぎ
た
頃
、
長
老
の
一
人
が
私
の

家
を
訪
ね
て
き
て
、
あ
の
計
画
は

な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
く
れ
と
言

っ
た
。「
な
ぜ
」と
聞
く
と「
年
を

と
っ
て
も
う
山
の
頂
ま
で
は
登
れ

な
い
」
と
言
う
。「
御
嶽
山
は
途

中
ま
で
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
が
通
っ
て

い
る
し
、
そ
の
う
え
に
は
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
も
あ
る
。
こ
の
方
法
で
七

合
目
か
八
合
目
ま
で
行
け
る
か
ら
、

歩
け
る
人
は
そ
こ
か
ら
頂
を
目
指

し
、
歩
け
な
い
人
は
そ
こ
か
ら
参

拝
す
る
。
そ
れ
で
い
い
の
で
は
」

と
私
が
言
う
と
、「
そ
れ
で
は
御

嶽
山
に
申
し
訳
な
い
」と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
た
。「
下
か
ら
歩

い
て
修
行
を
し
て
こ
そ
仏
の
慈
悲

を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
が
で
き
な
い
の
な
ら
観
光
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
、
観
光
の
山
に
し

て
し
ま
っ
た
ら
御
嶽
山
に
申
し
訳

な
い
」

結
局
こ
の
計
画
も
実
現
で
き
な

か
っ
た
。

宗
教
と
信
仰

日
本
の
仏
教
は
、
こ
う
い
う

人
々
の
世
界
と
と
も
に
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
義
で

も
な
い
し
、
教
団
で
も
な
い
。
修

験
道
は
信
仰
者
＝
行
者
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
つ
く
る
が
、
基
本
的
に

は
教
団
を
形
成
し
な
い
。
山
と
結

ば
れ
た
講
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
て

い
く
だ
け
で
あ
る
。
元
々
は
文
章

化
さ
れ
た
教
義
も
も
と
う
と
は
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
山
で
の

修
行
を
通
し
て
身
体
で
感
じ
と
る

も
の
で
、
言
葉
を
必
要
と
し
な
い

信
仰
だ
っ
た
。
修
験
道
は
信
仰
で

は
あ
っ
て
も
宗
教
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
宗
教
は
教
義
や
教
団

を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
い
く
が
、
修
験
道
に
は
そ

の
い
ず
れ
も
が
成
立
し
て
い
な
い
。

そ
れ
は
修
験
道
特
有
の
も
の
で

は
な
く
、
民
衆
自
身
が
つ
く
る
仏

教
の
世
界
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
す
べ
て
の

人
々
が
ど
こ
か
の
寺
の
檀
家
に
な

る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
が

属
す
る
檀
家
寺
の
教
義
を
正
確
に

知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
特
定
の
教
団
に

属
し
て
い
る
と
い
う
意
識
も
な
い
。

だ
が
そ
の
人
た
ち
が
仏
教
を
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
娑
婆
の
世

界
で
暮
ら
す
自
分
に
穢
れ
を
感
じ
、

し
か
し
そ
の
奧
に
は
、
閉
じ
込
め

ら
れ
て
い
る
浄
ら
か
な
世
界
が
広

が
っ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
て

い
る
。
そ
の
浄
ら
か
な
世
界
を
開

放
し
た
い
。
そ
う
願
う
と
き
、
浄

ら
か
な
世
界
に
導
い
て
く
れ
る
仏

の
慈
悲
に
気
づ
い
て
い
る
。
そ
ん

な
意
識
と
と
も
に
つ
く
ら
れ
て
い

た
の
が
、
か
つ
て
の
民
衆
仏
教
の

世
界
だ
っ
た
。

無
事
な
世
界

私
の
村
の
家
が
あ
る
集
落
で
は

御
嶽
修
験
道
が
展
開
し
て
い
た
が
、

日
本
の
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

の
仏
教
が
生
ま
れ
、
そ
れ
は
自
分

た
ち
の
生
き
方
を
律
す
る
仏
教
だ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
民
衆

仏
教
が
定
着
し
て
い
る
地
域
の
な

か
に
い
る
と
き
、
私
は
仏
教
と
と

も
に
あ
る
無
事
な
世
界
を
感
じ
た
。

仏
の
慈
悲
を
感
じ
な
が
ら
生
き
る

人
々
が
つ
く
り
だ

す
無
事
な
世
界
を
、

で
あ
る
。

仏
教
に
は
ふ
た

つ
の
性
格
が
併
存

し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ひ
と
つ
は
宗

教
と
し
て
の
仏
教
、

も
う
ひ
と
つ
は
信

仰
と
し
て
の
仏
教

で
あ
る
。
宗
教
と

し
て
の
仏
教
は
、

教
義
を
学
び
、
深

め
な
が
ら
教
団
を

形
成
し
て
い
く
。

教
義
を
研
鑽
す
る

頂
点
に
教
団
が
構

築
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
宗
教
の
か

た
ち
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
信
仰
と
し

て
の
仏
教
は
、
自

分
た
ち
の
生
き
る

世
界
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
る
。
人

間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
苦
悩
を

感
じ
、
し
か
し
こ
の
世
界
の
奥
に

も
、
そ
し
て
自
己
の
奥
に
も
、
浄

ら
か
な
真
理
の
世
界
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
つ
か
み
と
る
。
こ
の

世
界
は
仏
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を

み
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏

と
と
も
に
あ
る
世
界
を
感
じ
な
が

ら
、
自
分
た
ち
の
生
き
る
無
事
な

世
界
を
つ
く
る
。
そ
こ
に
民
衆
の

仏
教
信
仰
は
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
信
仰
と
宗
教
が
完

全
に
一
体
化
し
、
教
団
が
民
衆
の

信
仰
を
も
支
配
す
る
よ
う
に
な
る

と
、
宗
教
は
と
き
に
平
和
を
脅
か

す
よ
う
に
な
っ
た
。
直
接
的
、
間

接
的
に
宗
教
が
背
後
に
あ
る
戦
争

を
、
人
類
は
ど
れ
ほ
ど
経
験
し
て

き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で

も
か
つ
て
は
戦
争
協
力
を
し
た
宗

教
教
団
が
存
在
し
て
い
る
。

宗
教
と
信
仰
の
違
い
。
宗
教
、

信
仰
と
平
和
の
関
係
に
つ
い
て
語

ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
私
た
ち
は

こ
の
ふ
た
つ
の
違
い
と
ズ
レ
に
目

を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

に
は
そ
う
感
じ
ら
れ
る
。

無
意
識
ゆ
え
に 

見
え
に
く
い 

ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
バ
イ
ア
ス

教
育
の
意
義
は
、
誰
も
が
み
ん

な「
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
」
と

知
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な

人
に
も
、
誰
か
の
役
に
立
つ
強
み

が
あ
る
。「
あ
の
人
の
た
め
に
役

立
ち
た
い
」と
い
う
気
持
ち
を
持

っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
菩
薩
と
同

じ
こ
こ
ろ
で
す
。
子
ど
も
で
も
大

内
山
　
節（
う
ち
や
ま
・
た
か
し
）

哲
学
者
。
１
９
７
０
年
代
か
ら
東

京
と
群
馬
県
上
野
村
の
二
拠
点
生

活
。
元
立
教
大
学
大
学
院
21
世
紀

社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
科
教
授
。
近

著
に『
内
山
節
著
作
集
』（
全
15
巻
、

農
文
協
）『
半
市
場
経
済 

成
長
だ

け
で
な
い「
共
創
社
会
」
の
時

代
』） （
角
川
新
書
）他
多
数
。 

坂
東 

眞
理
子（
ば
ん
ど
う 

ま
り
こ
）

昭
和
女
子
大
学
総
長
。
１
９
４
６

年
富
山
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
卒

業
後
、
総
理
府（
当
時
）
入
省
。

95
年
埼
玉
県
副
知
事
、
98
年
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
ブ
リ
ス
ベ
ン
総
領

事
、
２
０
０
１
年
内
閣
府
初
代
男

女
共
同
参
画
局
長
を
務
め
た
の
ち

退
官
。
04
年
昭
和
女
子
大
学
大
学

院
教
授
、
16
年
総
長
就
任
。
著
書

に『
女
性
の
品
格
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新

書
）
他『
70
歳
の
た
し
な
み
』（
小

学
館
）『
女
性
の
覚
悟
』（
主
婦
の

友
社
）な
ど
多
数
。

教
育
と
宗
教
の

つ
な
が
り

今
こ
そ
仏
教
に

　
　
求
め
る
こ
と

昭和女子大学総長

坂東眞理子さん
インタビュー
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11
月
１
日
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

難
民
支
援
の
御
朱
印
イ
ベ
ン
ト

「
平
和
へ
の
祈
り
と
禅
語
に
親
し

む
巡
礼
」が
群
馬
県
で
開
催
さ
れ

る
。
群
馬
12
・
13
教
区
の
合
同
主

宰
で
、
参
加
者
に
群
馬
県
内
の
協

力
寺
院
を
巡
っ
て
朱
印
を
集
め
て

も
ら
い
、
そ
の
志
納
金
を
難
民
支

援
に
充
て
る
と
い
う
も
の
。
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
専
用
朱
印
帳
を
用
意
し
、

参
拝
寺
院
数
が
増
え
る
ほ
ど
禅
語

が
学
べ
、
す
べ
て
参
拝
す
る
と
禅

語
帳
が
仕
上
が
る
。
ま
た
、
参
拝

先
で
配
布
さ
れ
る
朱
印
も
、
各
寺

院
が
工
夫
し
た
本
イ
ベ
ン
ト
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
あ
る
。

こ
う
し
た
支
援
活
動
を
、
教
区

を
超
え
て
行
う
事
に
な
っ
た
経
緯

や
企
画
運
営
の
心
構
え
に
つ
い
て
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
立
役
者
で
も
あ

る
生
沼
善
裕
さ
ん
に
伺
っ
た
。

⿎
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
企
画
さ
れ
た

の
で
す
か
。

私
の
寺
院
で
は
、
法
要
や
催
し

の
際
に
近
所
の
貸
衣
装
屋
さ
ん
を

よ
く
利
用
し
て
い
ま
す
。
店
主
の

高
野
さ
ん
は
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
ア

ン
ド
リ
ュ
ー
さ
ん
と
ご
結
婚
さ
れ
、

貸
衣
装
に
加
え
て
写
真
撮
影
ま
で

お
願
い
で
き
る
の
で
、
教
区
の
他

寺
院
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
２
０
２
０
年
に
ロ
シ
ア
が

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
、
多
く
の

難
民
が
出
て
い
る
事
を
知
っ
た
頃
、

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
さ
ん
が
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
ご
出
身
だ
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
隣
国
で
、
多
く
の
難

民
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
ア

ン
ド
リ
ュ
ー
さ
ん
か
ら
、
難
民
の

方
々
の
困
難
な
状
況
を
伺
い
、

我
々
に
も
な
に
か
で
き
な
い
か
と

話
し
合
う
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
問
題
に
心
を
痛
め
て
い
た
ご

寺
院
様
は
多
く
、
取
り
組
む
こ
と

に
積
極
的
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

私
が
と
な
り
の
教
区
に
兼
務
寺
を

持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
ち
ら

の
教
区
の
方
に
も
参
加
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

⿎
御
朱
印
集
め
は
と
て
も
魅
力
的
な

企
画
で
す
ね
。

一
般
の
方
々
に
興
味
を
も
っ
て

頂
け
る
よ
う
、
参
加
型
の
イ
ベ
ン

ト
に
し
ま
し
た
。
参
拝
し
て
い
た

だ
き
御
朱
印
を
お
授
け
す
る
と
い

う
の
が
双
方
向
の
や
り
取
り
で
良

い
と
思
い
ま
し
た
が
、
御
朱
印
集

め
の
ブ
ー
ム
も
少
し
下
火
に
な
っ

て
い
た
の
で
、
更
な
る
付
加
価
値

を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

前
回
は
、
一
節
の
経
文
が
書
き

込
ま
れ
た
朱
印
紙
を
お
渡
し
し
ま

し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
カ
ラ
ー
に
デ

ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
、
全
て
を
集

め
る
と『
消
災
妙
吉
祥
陀
羅
尼
』

と
い
う
お
経
が
完
成
す
る
し
か
け

で
す
。

今
回
は
、
各
寺
院
に
そ
れ
ぞ
れ

担
当
の「
禅
語
」
を
決
め
て
頂
き
、

そ
れ
を
書
き
込
ん
だ
朱
印
紙
と
解

説
文
を
用
意
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。

⿎
ど
ち
ら
も
独
特
な
ス
タ
イ
ル
で
す

ね
。
全
て
集
め
た
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
！

そ
こ
が
狙
い
で
す
が
、
参
加
寺

院
数
も
多
い
の
で
、
無
理
な
く
お

参
り
い
た
だ
け
る
よ
う
６
ヵ
月
間

の
長
期
イ
ベ
ン
ト
に
し
、
合
作
御

朱
印
も
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

前
回
は
、
本
部
が
朱
印
紙
を
用

意
し
た
の
で
す
が
、
今
回
は
禅
語

を
各
寺
院
で
選
ん
で
貰
う
こ
と
に

も
な
っ
た
の
で
、
墨
の
色
や
装
飾
、

消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
な
ど
を
使
っ
て
、

各
寺
特
色
の
あ
る
朱
印
を
ご
用
意

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

⿎
御
朱
印
に
関
す
る
志
納
金
が
支
援

金
と
な
る
の
で
す
か
。

志
納
金
が
支
援
金
と
な
り
、
窓

口
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
さ
ん
が
シ
ェ

ラ
ツ
郡
か
ら
避
難
所

に
必
要
な
物
資
リ
ス

ト
を
も
ら
い
ま
す
。

そ
し
て
、
支
援
金
を

元
手
に
ネ
ッ
ト
で
ポ

ー
ラ
ン
ド
の
ス
ー
パ

ー
に
物
品
を
発
注
し
、

シ
ェ
ラ
ツ
郡
の
役
所

へ
配
送
し
て
も
ら
い

各
避
難
所
に
分
け
ら

れ
ま
す
。
輸
送
コ
ス

ト
が
削
減
で
き
る
の

で
支
援
金
が
有
効
に

活
用
で
き
ま
す
。

⿎
前
回
の
企
画
は
と
て
も
成
功
さ
れ

た
と
の
こ
と
。

お
陰
様
で
、
３
ヵ
月
で
約
２
５

０
万
円
ほ
ど
の
支
援
金
が
集
ま
り

ま
し
た
の
で
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民

の
方
々
に
多
く
の
支
援
品
を
贈
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
避

難
所
に
は
子
ど
も
が
多
い
こ
と
を

考
慮
し
、
現
地
に
住
む
ア
ン
ド
リ

ュ
ー
さ
ん
の
妹
さ
ん
の
ご
協
力
で

文
房
具
や
お
菓
子
を
ラ
ッ
ピ
ン
グ

し
て
も
ら
っ
た
こ
と
で
、
見
知
ら

ぬ
土
地
で
不
安
な
こ
ど
も
た
ち
に

笑
顔
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。企

画
に
参
加
し
た
各
寺
院
の
み

な
さ
ん
に
は
忙
し
い
思
い
を
さ
せ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
と
て
も
達

成
感
が
あ
っ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

⿎
今
回
の
企
画
は
、
も
と
も
と
継
続

な
さ
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
か
。

い
え
、
連
続
し
て
行
う
事
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
で
伝
わ
っ
て
く
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
状
況
は
決
し
て
よ
く
は
な

く
、
戦
争
は
長
引
き
、
近
隣
諸
国

の
情
勢
も
不
安
定
に
な
っ
て
い
る

事
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
今
年
の

６
月
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
訪
れ
た
高

野
さ
ん
夫
婦
か
ら
現
地
の
状
況
を

伺
う
機
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る

と
、
以
前
支
援
品
を
届
け
た
避
難

所
も
、
国
か
ら
の
支
援
が
打
ち
切

り
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
て
、

か
な
り
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
も

う
一
度
支
援
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
を

考
え
始
め
ま
し
た
。

⿎
前
回
の
御
朱
印
協
力
ご
寺
院
数
は

18
ヵ
寺
。
今
回
は
35
ヵ
寺
１
社
が

協
力
し
て
く
だ
さ
る
と
の
こ
と
。

み
な
さ
ん
が
と
て
も
協
力
的
で
、

ま
と
ま
り
の
あ
る
活
動
と
な
っ
て

い
る
印
象
で
す
が
、
普
段
か
ら
仲

の
良
い
方
々
な
の
で
し
ょ
う
か
？

同
じ
教
区
の
方
々
は
見
知
っ
た

方
々
で
は
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て

の
方
と
特
別
に
親
し
い
と
い
う
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
所
属
す

る
教
区
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

こ
れ
ま
で
も
行
な
っ
て
き
て
い
る

の
で
、
そ
の
こ
と
が
新
し
い
企
画

の
運
営
に
役
立
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。
２
０
０
４
年
の
新
潟
中
越

地
震
を
は
じ
め
と
し
て
、
継
続
し

も
う
一
年
以
上
前
の
こ
と
に
な

る
が
、
一
本
の
映
画
が
公
開
さ
れ

た
。
笹
谷
遼
平
監
督
に
よ
る『
山

歌
』。
か
つ
て
、
日
本
の
山
々
に

実
在
し
て
い
た
と
い
う
流
浪
の
民

「
サ
ン
カ
」
を
モ
チ
ー
フ
に
、
文

明
と
自
然
の
あ
い
だ
に
生
き
る
人

間
の
葛
藤
を
描
い
た
、
劇
映
画
だ
。

山
に
歌
と
い
う
不
思
議
な
字
を

当
て
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
笹
谷
監

督
だ
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

も
興
味
深
い
。
い
わ
く
、
言
葉
よ

り
も
先
に
あ
っ
た
原
始
的
な
節
で

の
伝
達
、
山
々
に
存
在
す
る
人
間

の
知
性
で
は
う
ま
く
捉
え
ら
れ
な

い
、
う
ま
く
言
葉
に
で
き
な
い
も

の
を「
歌
」
と
い
う
言
葉
に
託
し

た
の
だ
と
い
う
。

私
は
こ
の
映
画
に
出
会
う
ま
で
、

恥
ず
か
し
な
が
ら「
サ
ン
カ
」
の

こ
と
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
。

深
い
山
々
を
放
浪
す
る
よ
う
に
生

き
、
と
き
に
自
然
と
人
間
の
境
界

で
あ
る
里
山
に
下
り
て
き
て
は
、

村
々
の
軒
先
で
箕
を
直
し
た
り
、

豊
作
を
祝
う
歌
を
歌
っ
た
り
し
て
、

ま
た
ど
こ
と
な
く
去
っ
て
い
く
。

と
き
に
蔑
ま
れ
、
と
き
に
自
然
の

恵
み
を
一
身
に
浴
び
る
。
そ
ん
な

自
然
の
一
部
と
な
っ
た
人
々
の
生

き
方
の
こ
と
を
、
全
く
と
言
っ
て

い
い
ほ
ど
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
映
画
を
見
終
え
た
い
ま
、

サ
ン
カ
の
存
在
と
こ
の
映
画
が
、

現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
問
い
か
け
る

も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
が
し
て
き
て
い
る
。

笹
谷
監
督
は
前
作
の
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
、『
馬
あ
り
て
』
の
撮

影
中
、
人
間
と
馬
、
ひ
い
て
は
人

間
と
自
然
と
の
関
係
を
見
つ
め
る

さ
な
か
、
岩
手
県
の
遠
野
で
忘
れ

が
た
い
体
験
を
し
た
と
い
う
。
あ

る
と
き
、
ち
ょ
っ
と
し
た
朝
の
散

歩
の
つ
も
り
で
山
中
に
入
る
と
、

深
い
木
々
の
美
し
さ
に
、
ぞ
く
ぞ

く
と
す
る
よ
う
な
感
覚
と
と
も
に

初
め
て「
人
外
の
力
」
を
感
じ
、

恐
怖
心
を
抱
い
た
と
い
う
。
そ
の

感
覚
は
自
然
へ
の
畏
怖
で
あ
っ
た

と
笹
谷
監
督
は
の
ち
に
語
っ
て
い

る
。
自
然
と
は
、
生
命
が
目
の
前

で
抜
け
落
ち
て
い
き
、
生
と
死
が

混
然
一
体
と
し
た「
人
間
が
主
導

権
を
持
た
な
い
世
界
」だ
、
と
。

映
画『
山
歌
』
は
日
本
の
山
々

に
実
在
し
た
流
浪
の
民「
サ
ン

カ
」を
モ
チ
ー
フ
に
、
監
督
の
中

に
長
く
あ
り
続
け
た
そ
の「
人
間

が
主
導
権
を
持
た
な
い
世
界
」の

イ
メ
ー
ジ
に
、
劇
映
画
の
か
た
ち

で
再
び
迫
ろ
う
と
し
た
作
品
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。映

画
の
舞
台
は
１
９
６
５
年
。

今
か
ら
60
年
近
く
前
で
あ
り
な
が

ら
、
現
代
に
繋
が
る
合
理
性
が
す

で
に
社
会
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
時

期
で
あ
り
、
同
時
に
日
本
人
が
ど

こ
か
憧
憬
を
持
つ
懐
か
し
い
里
山

の
風
景
が
ま
だ
豊
か
に
広
が
っ
て

い
た
時
代
で
も
あ
る
。

主
人
公
の
少
年
則
夫
の
周
り
に

は
、
資
本
主
義
経
済
の
な
か
で
ゴ

ル
フ
場
建
設
に
乗
り
出
す
父
が
お

り
、
一
方
で
山
々
を
放
浪
し
な
が

ら
自
然
の
中
で
た
く
ま
し
く
生
き

る
サ
ン
カ
と
の
出
会
い
も
あ
る
。

生
き
に
く
さ
を
抱
え
た
多
感
な
少

年
に
葛
藤
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も

な
る
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
営
み
は
、

い
わ
ば
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る

個
の
膨
張
か
、
あ
る
い
は
大
自
然

と
い
う
大
い
な
る
も
の
へ
の
帰
依

か
、
と
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
相
反
す

る
二
つ
の
動
き
に
ど
こ
か
し
ら
似

た
も
の
が
、
作
品
ス
ト
ー
リ
ー
だ

け
で
は
な
く
、
作
り
手
で
あ
る
監

督
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
こ
と
だ
。

当
初
、「
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
の

は
一
部
の
才
能
を
持
っ
た
人
だ
け

な
の
で
は
な
い
か
」と
考
え
て
い

た
笹
谷
監
督
が
、
思
い
立
っ
て
自

ら
サ
ン
カ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
シ

ナ
リ
オ
を
十
数
本
も
書
き
、
映
画

祭
の
シ
ナ
リ
オ
大
賞
を
受
賞
し
、

練
り
に
練
っ
た
プ
ロ
ッ
ト
を
も
っ

て
物
語
を
次
々
に
組
み
立
て
て
い

く
。
監
督
本
人
が「
サ
ン
カ
」
に

対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
と
シ
ナ
リ

オ
制
作
を「
妄
執
」
と
表
現
す
る

よ
う
に
、
そ
の
過
程
は
、
ま
さ
に

「
こ
ん
な
映
画
を
撮
り
た
い
」
と

理
想
を
追
い
求
め
る
劇
作
家
笹
谷

の
個
の
拡
大
だ
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

一
方
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
途
中

に
差
し
挟
ま
れ
る
、
山
々
に
け
む

る
雲
海
の
水
墨
画
の
よ
う
な
風
景

は
、
ま
さ
に
息
を
の
む
よ
う
な
自

然
の
美
し
さ
で
あ
る
。
あ
る
い
は

ク
モ
の
よ
う
な
生
き
物
が
、
何
や

ら
別
の
生
物
を
捕
食
す
る
、
静
か

だ
が
決
定
的
な
シ
ー
ン
も
挿
入
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
は
監
督
の
練
り
に

練
っ
た
シ
ナ
リ
オ
を
越
え
て
、
撮

影
現
場
で
偶
然
に
も
立
ち
現
れ
て

き
た
予
期
せ
ぬ
瞬
間
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。
自
然
が
繰
り
広
げ
る
一

度
き
り
の
偶
然
の
一
幕
に
、
恍
惚

と
カ
メ
ラ
を
回
し
て
い
る
監
督
の

視
線
は
、「
こ
ん
な
も
の
を
撮
り

た
い
」と
願
う
劇
作
家
と
い
う
よ

り
も
、「
こ
ん
な
も
の
が
撮
れ
て

し
ま
う
の
か
」と
い
う
驚
き
に
向

か
っ
て
被
写
体
に
に
じ
り
寄
っ
て

い
く
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
の
そ

れ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
山
の
中

で
の
撮
影
で
は
蚊
や
ヒ
ル
に
何
度

も
襲
わ
れ
、
豪
雨
に
セ
ッ
ト
を
壊

さ
れ
、
増
水
す
る
川
か
ら
ロ
ー
プ

で
脱
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
雨

に
よ
る
撮
影
の
延
期
が
何
度
も
続

き
、
シ
ナ
リ
オ
の
変
更
も
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
撮
影
班

は
、
山
と
い
う
自
然
の
中
で
の
映

画
作
り
の
過
程
で
、
何
度
と
な
く

大
自
然
か
ら
の「
不
意
打
ち
」
を

食
ら
っ
た
よ
う
な
の
だ
。
ま
さ
に

「
人
間
が
主
導
権
を
持
た
な
い
世

界
」が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

興
味
深
い
の
は
、
そ
の
大
自
然

に
よ
る「
不
意
打
ち
」
を
作
り
手

が
ど
う
受
け
止
め
た
か
、
で
あ
る
。

主
演
の
杉
田
雷ら

い

麟る

は
撮
影
を
終
え

た
監
督
に「
普
通
の
映
画
を
撮
る

の
で
あ
れ
ば
最
悪
の
現
場
だ
が
、

こ
の
映
画
を
撮
る
に
は
最
高
の
現

場
だ
っ
た
」と
い
う
趣
旨
の
言
葉

を
残
し
た
と
い
う
。
監
督
と
し
て

も
う
れ
し
い
言
葉
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
か
つ
て
笹
谷
監
督
が
遠

野
の
山
の
中
で
感
じ
た「
人
間
が

主
導
権
を
持
た
な
い
世
界
」へ
の

畏
怖
が
、
現
場
の
隅
々
に
い
き
わ

た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

か
ら
だ
。
制
御
の
き
か
な
い
自
然

の
中
で
、
作
り
手
は
ど
こ
か
で
自

我
を
明
け
渡
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
む
し
ろ
明
け
渡
す
こ

と
で
こ
そ
、
こ
の
映
画
が
完
成
を

見
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
深
い

山
に
分
け
入
っ
て
偶
然
に
も
サ
ン

カ
の
一
家
と
出
会
う
少
年
の
物
語

の
向
こ
う
に
、「
個
の
小
さ
さ
を

問
い
直
す
」と
い
う
こ
と
が
、
ぼ

ん
や
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

よ
う
だ
。
膨
張
す
る
個
が
互
い
に

排
斥
し
あ
っ
て
息
苦
し
さ
を
増
す

今
日
、
映
画『
山
歌
』
が
私
た
ち

に
大
切
な
問
い
を
投
げ
か
け
て
く

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

個の小ささを問い直す
─映画『山歌』に寄せて─

笹谷遼平（ささたに・りょうへい）
映画作家。1986年、京都府
生まれ。2019年、北日本に
おける馬文化をとらえた長編
ドキュメンタリー映画『馬あ
り て 』を 公 開、American 
National Galleryにて特別招
待上映。2022年、長編劇映
画『山歌（サンカ）』を公開。
大 阪 ア ジ ア ン 映 画 祭Japan 
Cuts Award、伊参スタジオ
映 画 祭 シ ナ リ オ 大 賞 受 賞。

「自然の中で人間がいかに生
きるか」をテーマに映画を作
っている。

矢
田
海
里（
や
だ
・
か
い
り
）

ラ
イ
タ
ー
。
主
著
に『
潜
匠 

遺
体

引
き
上
げ
ダ
イ
バ
ー
の
見
た
光

景
』が
あ
る
。

御朱印巡礼企画でウクライナ難民を支援

支 援 の 気 持 ち を
チ ャ リ テ ィ に
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子ども達に用意した文房具やお菓子
などを布バックに入れ手渡した。

て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し

て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
後
に
現

地
に
度
々
お
も
む
き
、
今
年
は
十

三
回
忌
と
し
て
法
要
も
行
な
い
ま

し
た
。
そ
の
後
、
台
風
に
よ
り
自

分
た
ち
の
地
域
も
被
災
し
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
受
け
る
側
に
も
な
り
、

継
続
す
る
こ
と
の
難
し
さ
と
同
時

に
、
継
続
し
て
支
援
す
る
こ
と
が

相
手
を
励
ま
す
こ
と
に
も
な
る
こ

と
を
学
び
ま
し
た
。

で
す
が
、
支
援
活
動
に
は
難
し

さ
も
あ
り
ま
す
。
我
々
は
僧
侶
で

す
の
で
信
仰
の
面
で
の
齟
齬
が
あ

っ
た
り
、
今
回
の
よ
う
な
紛
争
地

域
、
戦
争
状
態
の
国
に
関
す
る
事

は
、
と
く
に
注
意
が
必

要
で
す
。
我
々
の
活
動

が
、
戦
争
へ
の
加
担
と

な
る
こ
と
の
な
い
よ
う

注
意
を
払
わ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
活
動
の

主
題
を「
ウ
ク
ラ
イ
ナ

支
援
」と
し
ま
す
と
、

〝
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
よ
る

戦
争
行
為
を
応
援
す
る

〞活
動
と
受
け
取
る
方

も
い
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
で
す
の
で
、〝
ウ

ク
ラ
イ
ナ
難
民
支
援
〞

を
主
題
と
し
て
い
ま
す
。

⿎
そ
う
い
っ
た
ノ
ウ
ハ

ウ
も
、
教
区
で
行
わ

れ
て
き
た
こ
れ
ま
で

の
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
な
の

で
す
ね
。
こ
う
し
た
企
画
を
成
功

さ
せ
る
か
ぎ
は
何
だ
と
思
い
ま
す

か
。それ

は「
同
じ
ベ
ク
ト
ル（
方
向

と
熱
量
）」
だ
と
思
い
ま
す
。
私
達

の
教
区
で
考
え
れ
ば
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
や
、
合
同
で
行
う
法
要

や
イ
ベ
ン
ト
が
少
な
く
は
な
い
教

区
で
す
の
で
、
お
互
い
を
よ
く
知

っ
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
関
係
が

築
け
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

多
様
な
住
職
の
考
え
が
あ
る
中

で
、
こ
の
企
画
に
協
力
し
て
く
れ

た
ご
寺
院
様
に
は
、
収
入
に
な
り

ま
せ
ん
し
、
労
力
、
手
間
は
か
か

る
の
で
、
ご
負
担
の
方
が
多
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
な
ら
お
寺
か

ら
の
支
出
が
あ
る
く
ら
い
で
す
。

そ
れ
で
も
協
力
し
て
く
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
困
難
な
状
況
に
あ
る

方
へ
の
支
援
に
少
し
で
も
な
る
と

い
う
ベ
ク
ト
ル
が
同
じ
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

 

（
聞
き
手
：
加
藤
順
子
）

『
仏
教
企
画
通
信
』で

は
、
令
和
5
年
6
月
1

日
発
行
の
第
72
号
に
お

い
て
、
旧
統
一
教
会
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
記

事
を
掲
載
し
た
。
安
倍

元
首
相
の
銃
撃
事
件
以

降
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
に

お
い
て
様
々
な
形
で
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
る
旧
統
一
教
会
は
、

信
者
に
多
額
の
献
金
を

強
い
る
組
織
的
な
不
法

行
為
が
認
め
ら
れ
る
な

ど
、
宗
教
法
人
と
し
て

看
過
で
き
な
い
事
案
も
多
い
。
仏

教
企
画
に
お
い
て
も
、
母
親
の
多

額
の
献
金
に
よ
っ
て
家
族
が
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
災
禍
に
見
舞
わ

れ
た
女
性
の
声（『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』

第
1
6
4
号
、
1
6
5
号
）
や
、

入
信
し
た
妻
に
よ
る
多
額
の
献
金

被
害
を
受
け
、
現
在
は
被
害
写
真

に
携
わ
る
男
性
の
現
場
の
声（『
仏

教
企
画
通
信
』
第
71
号
）
を
記
事

に
す
る
な
ど
、
事
態
を
注
視
し
て

き
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、

質
問
文
で
は
、
全
国
の
曹
洞
宗
の

ご
住
職
方
が
旧
統
一
教
会
の
問
題

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
抱

い
て
い
る
か
、
調
査
を
試
み
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
本
誌
と
と
も
に

送
付
し
た
返
信
用
は
が
き
に
記
入

し
て
い
た
だ
く
か
た
ち
で
行
わ
れ

た
。
全
国
1
4
7
4
の
寺
社
な

ど
に
送
付
さ
れ
、
主
に
各
寺
院
の

ご
住
職
か
ら
、
合
計
12
枚
の
回
答

を
得
た
。
結
果
は
以
下
の
よ
う
に

な
っ
た
。

以
下
、
太
字
の
部
分
が
質
問
分

で
す
。

問
１
　
政
府
は
旧
統
一
教
会
に
つ

い
て
、
教
団
の
不
法
行
為
や
使
用

者
責
任
を
認
め
る
判
決
が
あ
る
こ

と
を
根
拠
に
「
報
告
徴
収
・
質
問

権
」
を
行
使
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、「
１
．

妥
当
だ
」
が
11
、「
２
．
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
妥
当
だ
」が
１
と
な

り
、「
３
．
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

妥
当
で
な
い
」
や「
４
．
妥
当
で

な
い
」と
い
っ
た
回
答
は
な
か
っ

た
。

問
２
　
政
府
は
旧
統
一
教
会
に
つ

い
て
、
解
散
命
令
請
求
を
す
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
は「
１
．

請
求
す
る
べ
き
だ
」
が
11
、「
２
．

調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
判
断
す
べ

き
だ
」
が
１
あ
っ
た
。
ま
た「
３
．

請
求
す
る
べ
き
で
は
な
い
」と
い

う
回
答
は
な
か
っ
た
。

二
つ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、

慎
重
な
判
断
を
求
め
る
意
見
が
一

部
あ
る
も
の
の
、
概
ね
旧
統
一
教

会
の
宗
教
法
人
と
し
て
の
在
り
方

を
疑
問
視
す
る
意
見
が
大
勢
を
占

め
る
結
果
と
な
っ
た
。

問
３
　
旧
統
一
教
会
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
、
思
う
と
こ
ろ
を
ご

自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
自
由
記
述
欄
に
は
、
下

記
の
よ
う
な
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

掲
載
不
許
可
の
な
い
も
の
の
う
ち
、

主
だ
っ
た
も
の
を
掲
載
す
る
。

⿎
フ
ラ
ン
ス
に
は
カ
ル
ト
法
が
あ

り
、
カ
ル
ト
に
よ
る
破
壊
的
な

影
響
を
防
い
で
い
る
。
布
施
行

者
に
よ
る
家
庭
崩
壊
は
は
や
く

解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⿎
宗
教
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た「
集

金
マ
フ
ィ
ア
」と
す
ら
思
え
る

団
体
で
す
。
公
的
認
可
は
間
違

っ
て
い
ま
す
。

⿎
統
一
教
会
を
増
長
さ
せ
て
き
た

政
治
と
社
会
の
責
任
を
真
摯
に

反
省
し
、
対
応
し
て
い
く
こ
と

が
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

⿎
こ
の
よ
う
な
金
儲
け
集
団
を
宗

教
と
し
て
認
め
て
き
た
日
本
政

府
の
馬
鹿
者
た
ち
に
も
問
題
あ

り
。
即
刻
解
散
さ
せ
る
べ
き
。

⿎
集
団
結
婚
や
壺
売
り
な
ど
の
時

点
で
解
散
を
命
令
す
べ
き
で
あ

っ
た
。
政
治
家
と
の
癒
着
が
問

題
だ
。

⿎
宗
教
と
は
人
が
真
実
に
向
か
っ

て
正
し
く
幸
福
に
生
き
て
い
く

た
め
の
教
え
だ
と
思
い
ま
す
。

旧
統
一
教
会
は
、
宗
教
と
は
言

い
難
い
偏
っ
た
教
え
、
間
違
っ

た
教
え
、
人
の
心
を
操
っ
て
い

る
よ
う
な
教
え
だ
と
思
い
ま
す
。

⿎
協
力
聖
職
者
の
責
任
は
大
き
い
。

⿎
自
由
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
旧
統
一

教
会
の
よ
う
で
は
今
後
も
ど
う

な
る
か
心
配
で
す
。
自
由
の
確

立
を
よ
ろ
し
く
。

簡
潔
な
記
述
で
は
あ
る
も
の
の
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
も
あ
る
。

ま
ず
、
反
セ
ク
ト
法
の
あ
る
フ
ラ

ン
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
、
日
本

に
お
け
る
家
庭
崩
壊
を
防
ぐ
た
め

の
法
整
備
の
必
要
性
を
示
唆
す
る

も
の
だ
。
た
だ
、
こ
の
点
は
、
法

整
備
に
あ
た
っ
て
人
々
の
信
仰
の

自
由
を
妨
げ
る
可
能
性
や
、
い
わ

ゆ
る「
カ
ル
ト
」
の
定
義
が
曖
昧

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
専

門
家
も
お
り
、
慎
重
な
判
断
が
必

要
で
は
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
宗
教
と
政
治

の
つ
な
が
り
を
懸
念
す
る
声
で
あ

る
。
自
由
民
主
党
を
中
心
に
、
多

く
の
政
治
家
た
ち
が
旧
統
一
教
会

と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
、
安
倍
元
首
相
の
銃
撃
事
件
以

降
、
次
々
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

重
要
な
政
策
決
定
に
携
わ
る
政
治

家
た
ち
が
特
定
の
宗
教
団
体
と
の

結
び
つ
き
を
強
く
持
つ
こ
と
は
、

政
教
分
離
の
原
則
に
反
す
る
も
の

で
あ
り
、
仏
教
界
と
し
て
も
引
き

続
き
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
点
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、

過
度
な
献
金
に
よ
る
信
者
家
庭
へ

の
悪
影
響
、
政
治
と
の
過
度
な
癒

着
と
い
っ
た
二
点
に
対
す
る
懸
念

が
強
く
、
全
体
と
し
て
旧
統
一
教

会
問
題
に
対
し
、
厳
し
い
姿
勢
で

臨
む
べ
き
だ
と
い
う
声
が
大
勢
を

占
め
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
こ
に

は
宗
教
者
と
し
て
、
日
ご
ろ
仏
教

の
活
動
に
従
事
す
る
ご
住
職
方
の

「
懸
念
の
声
」
が
表
れ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

本
記
事
を
執
筆
時
点
で
、
岸
田

政
権
が
旧
統
一
教
会
へ
の
解
散
命

令
に
踏
み
切
る
か
、
と
の
見
方
が

出
て
き
て
い
る
。
大
局
的
に
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
反
映
さ
れ
た

「
懸
念
の
声
」
に
社
会
が
呼
応
し

つ
つ
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
。

一
方
で
、
被
害
者
救
済
法
の
成

立
後
も
被
害
者
へ
の
補
償
が
十
分

で
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
何
よ

り
、
長
年
に
わ
た
る
多
額
の
献
金

に
よ
っ
て
歪
ん
で
し
ま
っ
た
家
族

関
係
は
容
易
に
は
修
復
で
き
な
い
。

た
と
え
解
散
が
実
現
し
た
と
し
て

も
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
人
々

の
人
生
は
続
い
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
然
る
べ
き
人
々
に
救
い
の
手

が
い
き
わ
た
る
よ
う
、
仏
教
界

（
曹
洞
宗
）
と
し
て
も
こ
の
問
題

を
引
き
続
き
注
視
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

A5判上製　336頁　定価2,530円
〔本体2,300円＋税〕

仏
教
人
類
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の
諸
相 2023年9月刊行

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
泰
斗
、

90
年
の
思
索

幼
少
期
の
著
者
が
み
つ
め
た

仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を

人
類
学
の
視
点
か
ら
叙
情
的
に
描
き
だ
す

國
學
院
大
學
教
授

石
井
研
士 

先
生

曹
洞
宗
管
長
　
總
持
寺
貫
首
　

石
附
周
行 

禅
師

駒
澤
大
学
名
誉
教
授

佐
藤
憲
昭 

先
生

曹
洞
宗
龍
泉
院
東
堂

椎
名
宏
雄 

老
師

東
京
大
学
名
誉
教
授

島
薗　

進 
先
生

國
學
院
大
學
兼
任
講
師

高
見
寛
孝 

先
生

二
松
学
舎
大
学
名
誉
教
授

谷
口　

貢 

先
生

駒
澤
大
学
総
長

永
井
政
之 

先
生

京
都
文
教
大
学
準
教
授

林
ひ
ろ
み 

先
生

愛
知
学
院
大
学
教
授

林　
　

淳 

先
生

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授

山
折
哲
雄 

先
生

曹
洞
宗
教
化
研
修
所
　
薪
水
会 

会
長

山
路
純
正 

老
師

　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）

佐
々
木
宏
幹
先
生
著

『
仏
教
人
類
学
の
諸
相
』
を
読
ん
で

本
書
は
数
多
い
佐
々
木
先
生
の
御
著
書
の
中
で
も
先
生
ご
自
身

快
心
の
一
冊
で
あ
ろ
う
。

私
は
先
生
よ
り
四
歳
年
少
の
曹
洞
宗
寺
院
東
堂
で
あ
り
、
長
ら

く
駒
澤
大
学
や
宗
門
の
学
術
方
面
に
携
わ
る
間
、
先
生
に
は
筆
舌

に
尽
く
せ
ぬ
程
の
御
薫
陶
を
頂
戴
し
て
い
る
。
寺
は
千
葉
県
の
農

村
貧
寺
で
あ
り
、
先
生
の
ご
生
地
と
は
比
較
に
も
な
ら
ず
、
し
か

も
東
京
に
生
ま
れ
、
寺
に
入
っ
た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
始
ま

る
歳
。
無
道
心
者
で
仏
教
的
環
境
は
皆
無
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
が

芽
生
え
た
の
は
、
両
親
の
急
逝
に
よ
り
一
般
大
学
か
ら
駒
澤
大
学

に
転
校
し
て
か
ら
で
あ
る
が
、
五
十
年
間
の
住
職
と
研
究
活
動
が

継
続
で
き
た
の
は
、
先
生
の
如
き
宗
門
事
情
に
明
る
く
宗
教
人
類

学
を
開
拓
さ
れ
た
頴
秀
者
に
親
近
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

故
に
私
に
は
先
生
の
専
門
分
野
を
云
々
す
る
力
な
ど
全
く
な
い
。

だ
が
、
右
の
名
著
に
感
化
さ
れ
て
咽む

せ

ん
だ
感
涙
の
量
は
、
従
来
読

破
し
た
何
千
冊
に
も
優
る
多
岐
の
書
物
の
場
合
に
ま
さ
る
。
そ
れ

は
、
私
が
今
脳
梗
塞
に
加
え
て
大
怪
我
に
よ
る
車
椅
子
生
活
に
甘

ん
じ
て
い
る
事
も
あ
る
が
、
本
書
に
対
す
る
感
激
が
尋
常
で
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
に
収
め
ら
れ
る
大
部
分
の
項
目
が
『
仏

教
企
画
通
信
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
時
か
ら
、
私
は
貪
読
し
つ
つ
、

将
来
の
お
纏
め
を
願
望
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
現
実
と
な
っ

た
今
、
愉
悦
に
堪
え
ま
せ
ん
。

ど
う
か
仏
教
者
は
本
書
を
座
右
に
常
置
せ
ら
れ
、
年
配
者
は
昔

日
を
顧
て
懐
旧
と
、
自
ら
の
営
為
の
正
し
さ
を
確
認
さ
れ
、
新
進

の
方
々
は
今
後
の
指
針
や
方
向
性
へ
の
糧
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ

と
を
心
か
ら
希
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
九
十

三
歳
に
し
て
今
な
お
温
顔
矍か

く

鑠し
ゃ
く

と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
佐
々

木
先
生
は
ま
す
ま
す
破
顔
微
笑
の
ご
活
躍
を
続
け
ら
れ
、
不
肖
の

私
も
病
に
め
げ
ず
一
旗
揚
げ
る
こ
と
を
誓
う
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
書
は
佐
々
木
先
生
の
多
彩
な
交
流
に
彩
ら
れ
て
い

る
が
、
再
見
す
る
た
め
の
人
名
索
引
を
付
し
て
頂
け
れ
ば
な
お
良

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

龍
泉
院
東
堂
　
椎
名
宏
雄
　
九
拝

佐
々
木
宏
幹 

著

仏教企画刊

ご推薦いただいています

仏教企画
ハガキ 〒252-0116　神奈川県
 相模原市緑区城山4-2-5
電話 042-703-8642
FAX 042-782-5117
Eメール fujiki@water.ocn.ne.jp

ハガキ・電話・FAX・メールにてご注文
ください。（送料が別途かかります）

佐
々
木
宏
幹（
さ
さ
き
・
こ
う
か
ん
）　

１
９
３
０
年
宮
城
県
生
ま
れ
。
駒
澤
大
学
文
学
部
卒
業
。
東
京

都
立
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了（
宗
教
人
類
学
）。
駒
澤
大
学

教
授
な
ど
を
経
て
、
駒
澤
大
学
名
誉
教
授
。
文
学
博
士
。
シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
第
一
人
者
で
仏
教
教
理
や
寺
院
の
実
態
に

も
よ
く
通
じ
、
日
本
仏
教
文
化
に
関
す
る
論
考
も
数
多
い
。

旧統一教会への厳しい懸念の声
『仏教企画通信』72号・アンケート実施結果
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ネ
ッ
ト
時
代
を
象
徴
す
る
よ
う

な
電
話
が
入
っ
た
。
た
し
か
６
月

頃
だ
っ
た
、
お
寺
の
Ｈ
Ｐ
を
見
て

の
電
話
だ
。
永
正
寺
さ
ん
で
は
お

葬
式
は
し
ま
す
か
と
の
電
話
だ
。

い
ろ
い
ろ
事
情
が
あ
る
な
と
思
い

話
し
を
聞
い
て
み
た
。
ま
ず
お
葬

式
は
い
く
ら
か
か
る
か
と
の
こ
と

だ
っ
た
の
で
答
え
る
。
誰
の
お
葬

式
で
す
か
と
尋
ね
る
と
電
話
を
か

け
て
き
た
御
本
人
だ
そ
う
だ
。
医

者
に
余
命
３
ヵ
月
と
言
わ
れ
た
よ

う
で
お
葬
儀
の
事
は
自
分
が
段
取

り
を
し
て
お
か
な
い
と
大
変
だ
と

の
こ
と
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
よ

く
問
題
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
な

い
と
わ
か
っ
た
の
で
、
お
葬
儀
の

段
取
り
の
イ
ロ
ハ
を
話
し
た
り
、

お
葬
儀
の
連
絡
が
入
る
と
お
寺
で

は
こ
の
よ
う
な
準
備
を
す
る
の
で

す
と
答
え
、
お
布
施
も
納
得
し
た

よ
う
な
の
で
、
そ
の
時
期
が
来
れ

ば
再
度
電
話
し
て
く
だ
さ
い
と
約

束
を
し
て
受
話
器
を
下
ろ
し
た
。

10
月
半
ば
に
な
り
、
ご
本
人
か
ら

電
話
が
入
り
、
前
に
電
話
が
あ
っ

た
こ
と
を
し
ば
し
忘
れ
て
い
た
が
、

話
を
い
ろ
い
ろ
し
て
い
る
う
ち
に

４
ヵ
月
前
を
思
い
出
す
。
そ
の
時

に
メ
モ
を
し
て
い
た
の
で
お
名
前

や
住
所
な
ど
が
わ
か
り
よ
う
や
く

本
題
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

自
分
史
を
30
分
ほ
ど
お
話
さ
れ

た
。
大
手
の
自
動
車
販
売
店
に
就

職
し
て
30
年
間
は
技
術
畑
で
過
ご

し
、
そ
の
後
フ
ロ
ン
ト
配
属
に
な

り
月
30
台
の
販
売
を
さ
れ
て
い
た

よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞

い
た
２
日
後
に
ご
長
男
か
ら
電
話

が
入
り
、
お
や
じ
か
ら
藤
木
さ
ん

に
電
話
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
父

は
今
月
一
杯
が
い
い
と
こ
だ
と
医

者
か
ら
言
わ
れ
電
話
し
ま
し
た
と

の
こ
と
だ
っ
た
。
い
よ
い
よ
か
と

思
い
、
一
日
で
も
長
生
き
さ
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
ら
一
番
に

住
職
に
ご
連
絡
く
だ
さ
る
よ
う
に

お
願
い
し
て
電
話
を
切
っ
た
。

お
檀
家
さ
ん
だ
っ
た
ら
こ
こ
ま

で
の
事
は
事
前
に
分
か
っ
て
い
る

こ
と
も
多
い
か
と
思
う
が
初
め
て

葬
儀
を
出
す
お
家
で
は
何
一
つ
分

か
ら
な
い
よ
う
だ
。
た
だ
世
間
で

は
お
布
施
が
高
い
低
い
だ
け
の
基

準
で
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
る
。

事
前
に
相
談
で
き
る
窓
口
を
宗

務
所
単
位
で
開
設
す
べ
き
だ
と
考

え
る
。
ご
縁
が
な
か
っ
た
方
々
に

は
ブ
ラ
ン
ド
力
が
あ
る
窓
口
だ
け

に
大
い
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
。

人
生
相
談
の
窓
口
に
も
な
る
。

旧
統
一
教
会
が
大
き
な
社
会
問

題
に
な
っ
て
い
る
時
期
だ
け
に
こ

の
時
を
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い

も
の
だ
。（
オ
ウ
ム
真
理
教
問
題
の
時

も
曹
洞
宗
や
既
成
仏
教
界
は
他
人
事
の
よ

う
な
態
度
だ
っ
た
。）

今
日（
10
月
23
日
）
は
久
し
ぶ
り

に
孫
に
会
っ
た
。
一
浪
中
で
月
曜

日
は
塾
が
な
い
そ
う
だ
。
学
校
を

離
れ
て
自
宅
と
塾
と
の
往
復
が
多

い
毎
日
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
で

も
成
長
が
み
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

見
て
い
る
と
い
ろ
い
ろ
情
報
が
流

れ
て
い
て
ど
れ
が
正
し
い
か
分
か

ら
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
と
の
こ

と
だ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
を

持
っ
て
い
た
孫
に
新
聞
を
読
む
こ

と
を
勧
め
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
情
報
は

発
信
す
る
側
だ
け
の
情
報
な
の
で
、

他
の
情
報
網
か
ら
情
報
を
得
な
い

と
自
分
も
狭
い
情
報
の
中
で
し
か

判
断
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
と
話
す
と
、
自
分
も
そ
う
思

う
と
理
解
す
る
。
大
学
に
入
学
し

た
ら
新
聞
を
読
む
よ
う
に
す
る
と

言
っ
た
の
で
そ
れ
ぐ
ら
い
は
援
助

で
き
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
日
本

は
外
国
に
留
学
す
る
学
生
が
少
な

い
そ
う
だ
と
も
話
し
た
。
外
か
ら

日
本
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
う
と
話
す
と
納
得
し
て
い

た
。
高
校
時
代
と
違
っ
て
一
段
と

大
人
の
世
界
に
関
心
を
持
つ
年
代

に
な
っ
た
と
思
っ
た
。
故
宮
崎
奕

保
禅
師
様
が
御
遷
化
さ
れ
た
時
に

こ
の
孫
は
保
育
園
児
だ
っ
た
。
孫

は
当
時
宮
崎
禅
師
様
を
永
平
寺
の

お
爺
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
い
た
。
不

老
閣
で
拝
見
し
た
、
御
遷
化
さ
れ

た
お
姿
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て

い
る
よ
う
だ
。

所在地 寺院名（個人名） 金額
神奈川県 青木義次（119） 5,000
埼玉県 吉祥院 20,000
東京都 石井友子 3,000

神奈川県 青木義次（120） 5,000
神奈川県 青木義次（121） 5,000

合 計 38,000

手 ま り 学 園

 寄附者御芳名（敬称略）

てまり学園にご支援をいただき
誠にありがとうございます。

R5.8.1～R5.10.1

〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5
TEL: 042-703-8641　FAX: 042-782-5117　Email: fujiki@water.ocn.ne.jp

仏教企画

お申込み

※ご寺院名後の番号（3桁もしくは 4桁）がお客様番号（コード）になります。
　お申込みは　①ご寺院名　②お客様番号　③電話番号でも可能です。

2024春・彼岸号  特集予告

168
号

2024年2月10日　発刊予定 

『修証義』 解説　丸山劫外著  1,400円 ★

『まんが問答一期一話』　文 平和宏昭　まんが 垣内敬遠 1,200円 ★

『葬送のしおり』　長井龍道著  30円

修証義読本 『生老病死』　須田道輝著 500円 ★

『曹洞宗檀信徒経典』　須田道輝解説  300円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『供養のすべて』　霊元丈法著 140円 ★

曹洞宗檀信徒必読 『葬儀のすべて』　霊元丈法著 150円 ★

俳句随想　玉崎千鶴子　その永遠の世界を探って 500円

『観音の咒 大悲心陀羅尼』　渡辺章悟著 500円

『宗教人類学の地平』　佐々木宏幹編著 2,300円

『仏教人類学の諸相』　佐々木宏幹著  2,300円

（ ★ 部数により割引があります）　すべて税別価格です

 9部以下 200円
10部以上 150円に割引
20部以上 135円に割引
50部以上 130円に割引
100部以上 120円に割引
200部以上 110円に割引
300部以上 100円に割引
500部以上   90円に割引

春 彼岸号 2月10日
夏 お盆号 5月31日
秋 彼岸号 8月20日
冬 正月号 10月31日

1部 200円

発行日

曹洞禅グラフ 

仏 教 企 画 発 行 の 刊 行 物

＊『仏教企画通信』を10部以上購読希望の方は一部100円で頒布致します。同封はがきの空欄
にその旨をお書きください。（消費税、送料別）

ス
テ
ィ
ー
ブ・ジ
ョ
ブ
ズ
に

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
た
禅
僧
、
乙
川
弘
文
。

そ
の
生
涯
を
め
ぐ
っ
て
米
国
、
欧
州
、
そ
し
て
日
本
へ
。

関
係
者
を
訪
ね
て
歩
い
た
8
年
の
日
々
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家

柳
田
由
紀
子
さ
ん 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

柳田由紀子（やなぎだゆきこ）
1963年東京生まれ。早稲田大学第一
文学部卒業後、新潮社入社。2001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。

編
集
後
記

藤
木
隆
宣


