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神奈川県横浜市 建功寺

『青山緑水の庭』 東京都ル・ポール麹町

『融水苑』 ドイツベルリン日本庭園

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
誰
も
が

実
感
し
て
い
る
こ
と
。
そ

れ
は
時
代
が
新
た
な
も
の
に
な
っ

た
い
ま
、
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
暮
ら
し
方
、
生
き
方
を
見
つ
け

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

な
に
を
暮
ら
し
方
、
生
き
方
の

中
心
に
据
え
る
べ
き
か
。
ヒ
ン
ト

は
や
は
り
禅
に
あ
り
ま
す
。
こ
ん

な
言
葉
を
ご
存
知
で
す
か
。

「
即
今
、
当
処
、
自
己
」

そ
の
意
味
は
、
た
っ
た
い
ま
、

そ
の
と
き
、
自
分
が
い
る
そ
の
場

所
で
、
自
分
が
で
き
る
か
ぎ
り
の

こ
と
を
、
精
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
い

く
（
そ
の
こ
と
が
大
切
で
あ
る
）、
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
禅
の
基

本
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
い
っ
て

い
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら

い
ち
ば
ん
求
め
ら
れ
る
の
は
、
日

常
的
に
そ
れ
を
実
践
し
て
い
く
こ

と
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
し
は
考

え
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
仕
事
が
リ
モ

ー
ト
に
な
っ
て
い
る
人
も
少
な
く

な
い
と
思
い
ま
す
。
リ
モ
ー
ト
ワ

ー
ク
で
は
時
間
管
理
が
自
分
に
ま

か
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
仕
事
に

着
手
す
る
時
間
が
マ
チ
マ
チ
に
な

っ
た
り
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
き
ょ
う
は
気
分
が
乗
ら
な
い
か

ら
、
仕
事
は
午
後
か
ら
で
い
い
か

な
」と

い
っ
た
具
合
で
す
。
し
か
し
、

仕
事
に
就
く
時
間
が
九
時
で
あ
れ

ば
、
き
ち
ん
と
そ
の
と
き
か
ら
、

仕
事
を
す
る
場
（
自
宅
の
デ
ス
ク
な

ど
）
に
身
を
置
い
て
、
精
い
っ
ぱ

い
仕
事
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、

い
ま
あ
げ
た
禅
語
を
実
践
す
る
こ

と
に
は
な
り
ま
せ
ん
ね
。

〝
マ
チ
マ
チ
〟
を
自
分
に
許
し
て

い
る
と
、
生
活
リ
ズ
ム
は
崩
れ
、

仕
事
へ
の
取
り
組
み
も
ど
ん
ど
ん

い
い
加
減
な
も
の
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
人
は
易
き
に
流
れ
や
す
い

か
ら
で
す
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め

に
は
禅
語
の
実
践
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。経

済
の
停
滞
は
ま
だ
つ
づ
く
で

し
ょ
う
。
そ
の
な
か
で
職
を
失
っ

た
り
、
収
入
が
断
た
れ
た
り
す
る

な
ど
、
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
と
き

胸
に
兆
す
の
は
、

「
も
う
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

お
手
上
げ
状
態
だ
」

と
い
う
思
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
と
き
、
そ
の
場

（
状
況
下
）
で
、
自
分
が
で
き
る
こ

と
は
必
ず
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
を

精
い
っ
ぱ
い
す
る
こ
と
は
、
誰
に

だ
っ
て
で
き
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
半

歩
で
も
、
一
歩
で
も
、
前
に
踏
み

出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
っ
と

い
え
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
で
し
か
、

前
に
は
進
め
な
い
の
で
す
。
つ
ま

り
、
苦
境
を
抜
け
出
す
道
は
見
え

て
こ
な
い
の
で
す
。

「
即
今
、
当
処
、
自
己
」。
こ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
を
し
っ
か
り
こ
こ
ろ

に
刻
ん
で
く
だ
さ
い
。

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き

枡
野
俊
明 新たな時代のキーワード

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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み
を
意
味
す
る「
倒
懸
」
と
か
、
供
養
の
食
事
を
入

れ
た「
お
盆
」
の
意
味
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ

れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
近
年
、
後
者
を
力
説
す
る

学
者
も
い
ま
す
。

『
盂
蘭
盆
経
』に
は
、
ブ
ッ
ダ
の
弟
子
で
あ
っ
た
目も
く

連れ
ん
が
、
神
通
力
で
母
親
が
地
獄
で
苦
し
ん
で
い
る
こ

と
を
知
り
、
ど
う
し
た
ら
救
い
出
せ
る
か
と
ブ
ッ
ダ

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
ブ
ッ
ダ
は
七
月
十
五
日
の
自
恣

―
安
居
中
の
罪
を
懺
悔
す
る
こ
と
―
の
日
、
僧
侶
た

ち
に
食
事
を
供
養
す
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

供
養
を
行
っ
た
結
果
、
目
連
の
母
は
苦
し
み
か
ら
解

放
さ
れ
た
と
記
さ
れ
ま
す
。

母
へ
の
親
孝
行
、
神
通
力
の
世
界
、
回
向
な
ど
の

考
え
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
儒
教
、
道
教
、
仏
教
の
教
え

に
関
わ
り
ま
す
か
ら
、
盂
蘭
盆
の
行
事
は
、「
三
教

一
致
」と
い
う
、
中
国
人
の
三
教
を
め
ぐ
る
考
え
方

と
も
即
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
国
で
盂
蘭
盆

会
が
流
行
す
る
の
も
由
な
し
と
し
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
中
国
で
の
盂
蘭
盆
会
の
動
向
と
、
日

本
の
仏
教
と
が
ど
う
関
わ
る
の
か
。
伝
え
る
と
こ
ろ

で
は
斉
明
天
皇
三
年（
六
五
七
）
に
行
わ
れ
た
の
が
初

見
で
、
の
ち
宮
中
や
貴
族
の
間
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た

と
さ
れ
ま
す
。
仏
教
伝
来
と
と
も
に
盂
蘭
盆
の
行
事

が
伝
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
根
底
に

あ
る
の
は
、
や
は
り
亡
き
人
の
御
霊
の
安
か
ら
ん
こ

『
盂
蘭
盆
経
』の「
お
盆
」

「
盂
蘭
盆
」
の
由
来
は『
盂
蘭
盆
経
』
に
よ
る
と
さ

れ
ま
す
。
盂
蘭
盆
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語「
ウ
ラ

ン
バ
ナ
」の
音
訳
語
で
、
逆
さ
に
つ
る
さ
れ
た
苦
し

お
盆
─
心
を
大
事
に
す
る
生
き
方
─

群
馬
県
良
珊
寺
住
職
　
駒
澤
大
学
総
長
　
永
井
政
之

聞き手│柳澤  円

地
球
を
取
り
囲
ん
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
は
、

私
た
ち
に
命
の
尊
さ
と
危
う
さ
を
切
実
に
感
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。

今
年
も「
お
盆
」が
や
っ
て
き
ま
す
。

生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
求
め
ら
れ
て
い
る
制
限
が
も
た
ら
す
新
た
な
方
向
。

物
心
両
面
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
た
私
た
ち
は
、

お
盆
に
ど
う
向
き
合
う
の
が
良
い
の
か
。

そ
も
そ
も
お
盆
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。

群
馬
県
渋
川
市
の
良
り
ょ
う

珊さ
ん

寺じ

住
職
で
あ
り
、

駒
澤
大
学
総
長
で
あ
る

永な
が

井い

政せ
い

之し

老
師
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

ながい せいし　1946年　群馬県生まれ　群馬県渋
川市 良珊寺住職　駒澤大学名誉教授。2019年10
月より第31代駒澤大学総長。その他、曹洞宗総合
研究センター主任研究員、駒澤大学仏教学部長、大
学評議員・理事、禅文化歴史博物館館長などを歴任。
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群馬県渋川市　如意山　良珊寺

坐
禅
か
ら
葬
送
儀
礼
に
主
た
る
営
み
を
移
し
て
い
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
盂
蘭
盆
会
も
同
じ

範
疇
で
捉
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

お
盆
に
お
け
る
共き

ょ
う

食し
ょ
く

の
す
す
め	

─
─
お
帰
り
に
な
る
ご
先
祖
さ
ま
と	

	

お
食
事
を
共
に
す
る
こ
こ
ろ

お
盆
は
、
一
方
で
は『
盂
蘭
盆
経
』
に
よ
る
教
理

的
な
意
味
づ
け
と
、
そ
し
て
、
人
間
が
死
ん
だ
ら
ど

こ
に
行
く
の
か
を
想
像
す
る
と
い
う
、
素
朴
な
疑
問

に
支
え
ら
れ
て
形
づ
く
ら
れ
た
、
も
っ
と
も
代
表
的

な
追
善
供
養
と
言
え
ま
す
。

お
盆
は
、
科
学
が
進
ん
だ
現
代
に
な
っ
て
も
意
識

無
意
識
を
問
わ
な
い
国
民
的
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
時
ば
か
り
は
日
本

中
が
仏
教
徒
に
な
る
と
揶や

揄ゆ

す

る
向
き
も
あ
り
ま
す
。

「
追
善
」と
い
う
基
本
は
変
わ

り
ま
せ
ん
が
、
地
域
性
、
時
期
、

慣
習
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
わ
た

し
の
地
元
で
は
八
月
十
三
日
、
朝
早
く
か
ら
お
墓
参

り
し
、
寺
に
詣
で
る
檀
家
さ
ん
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
早
く
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
キ
ュ
ウ
リ
で
ウ
マ

を
作
る
風
習
に
つ
な
が
る
考
え
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん

し
、
会
社
に
出
勤
さ
れ
る
前
に
お
墓
参
り
を
済
ま
せ

よ
う
と
い
う
現
実
の
事
情
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。提ち

ょ
う

灯ち
ん

を
持
っ
て
お
墓
参
り
を
し
、
墓
前
で
ろ
う

そ
く
に
火
を
灯
し
ま
す
。
御
霊
は
そ
の
火
に
乗
っ
て

帰
ら
れ
る
と
さ
れ
、
自
宅
の
仏
壇
や
精
霊
棚
の
ロ
ー

ソ
ク
に
火
を
移
し
、
お
供
え
物
を
し
、
お
盆
の
時
期

を
共
に
過
ご
し
ま
す
。
菩
提
寺
の
和
尚
さ
ん
が
早
朝

か
ら
夕
方
ま
で
、
汗
だ
く
で「
棚
経
」
に
駆
け
ず
り

回
る
の
も
こ
の
時
で
、
そ
れ
こ
そ「
身
業
説
法
」
そ

の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
月
十
六
日
に
な
る
と
、
ま
た
ロ
ー
ソ
ク
の
火
を

持
っ
て
お
墓
に
行
き
、
御
霊
を
送
り
ま
す
。
東
京
で

は
七
月
十
三
日
の
夕
方
に
、
玄
関
で
お
が
ら
を
燃
や

さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
地

方
に
よ
っ
て
は
養
蚕
の
関
係
で
十
日
遅
れ
と
か
、
八

月
下
旬
の
地じ

蔵ぞ
う

盆ぼ
ん

と
か
、
と
も
か
く
お
盆
を
め
ぐ
っ

て
は
、
習
俗
、
伝
承
が
い
か
に
多
様
で
あ
る
か
を
強

く
感
じ
ま
す
。

と
を
祈
る「
追
善
供
養
」や「
回
向
」と
い
う
考
え
方

で
し
ょ
う
。

他
宗
の
こ
と
は
暫
く
措
き
ま
す
。
道
元
禅
師
が
お

盆
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
は
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。『
永
平
広
録
』
で
は
自
恣
の
日
に
言
及
し

て
も
お
盆
に
は
ふ
れ
ま
せ
ん
。「
為
育
父
源
亜
相
上

堂
」は
仏
法
上
の
意
味
づ
け
に
終
始
し
ま
す
か
ら
、

お
盆
に
つ
い
て
も
同
様
と
推
測
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』
で
は
、
父
母
へ
の
孝

順
は
大
事
だ
が
報
恩
に
は
出
家
在
家
の
別
が
あ
り
、

「
日
日
の
行
道
、
時
時
の
参
学
、
只
仏
道
に
随
順
し

も
て
ゆ
か
ば
、
其
れ
を
真
実
の
孝
道
と
す
る
な
り
」

と
し
、「
忌
日
の
追
善
中
陰
の
作
善
な
ん
ど
は
皆
在

家
に
用
ふ
る
所
ろ
な
り
」と
さ
れ
る
こ
と
と
通
底
す

る
姿
勢
で
す
。

瑩け
い
山ざ
ん
禅ぜ
ん
師じ

の
場
合
も
分
か
ら
な
い
部
分
が
多
い
の

で
す
が
、
残
さ
れ
て
い
る『
瑩
山
清
規
』
の
記
述
を

見
る
と
七
月
一
日
に
な
る
と「
施
食
」
を
営
む
牓ふ
だ

を

掲
げ
、
目
連
の
故
事
に
触
れ
つ
つ
、
さ
ら
に『
盂
蘭

盆
経
』な
ど
を
読
誦
す
る
こ
と

が
記
録
さ
れ
、
十
四
日
の
項
で

も
目
連
の
故
事
へ
の
言
及
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
今
日
と
同
じ
よ

う
な
行
法
で
は
な
い
に
し
て
も
、

自
恣
の
日
と
盂
蘭
盆
、
施
食
の

結
び
つ
き
が
、
す
で
に
常
識
化

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

圭た
ま

室む
ろ

諦た
い

成じ
ょ
う『

葬
式
仏
教
』
は
、

中
世
以
降
の
曹
洞
宗
教
団
は
、

科
学
が
進
ん
だ
現
代
に
な
っ
て
も

意
識
無
意
識
を
問
わ
な
い

国
民
的
行
事
の
ひ
と
つ
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駒澤大学構内のお地蔵さま
撮影：羽柴和也

「
心
」
に
か
か
わ
る
大
事
な
営
み
と
な
り
ま
す
。
と

も
あ
れ
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
早
く

コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
食
事
を
共
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
人
間
は
精
神
的
一
体
感
を
共

有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
親

し
い
間
柄
の
証あ
か
しと
な
り
ま
す
。「
同
じ
釜
の
飯
を
食

っ
た
仲
間
」が
生
涯
の
友
と
な
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ

が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
共
食
は
、
新
た
な
仲
間
を
つ

く
る
機
会
だ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ふ
だ
ん
は
毎
朝
、

仏
壇
に
ご
飯
や
お
水
、
お
茶
を
供
え
る
こ
と
も
共
食
。

お
盆
で
帰
っ
て
き
た
御
霊
や
旧
友
と
会
食
す
る
の
も

共
食
。
冠
婚
葬
祭
に
共
食
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

高
度
経
済
成
長
の
時
代
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
は
、

そ
れ
な
り
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
多
く
は
体
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
で
し
た
。
こ

の
時
、
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
補
給
は
ど
う
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。

毎
日
忙
し
く
お
勤
め
さ
れ
て
い
る
方
に
と
っ
て
、

お
盆
は
貴
重
な
夏
休
み
期
間
で
、
子
ど
も
た
ち
と
過

ご
せ
る
数
少
な
い
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
渋
滞
覚
悟

で
帰
省
を
し
、
お
墓

参
り
を
す
る
方
々
が

い
る
一
方
、
海
外
へ

家
族
旅
行
に
出
る
方

も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。「
家
族
」
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
お
墓
参
り

を
横
目
に
し
て
の
家
族
旅
行
を
一
概
に
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
は
そ
れ
で「
お
盆

が
あ
る
お
か
げ
」と
考
え
、
い
つ
か
機
会
の
あ
る
と

き「
お
墓
参
り
」
に
出
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し

ま
し
ょ
う
。

お
盆
は
、
ご
先
祖

の
御
霊
が
帰
っ
て
く

る
時
で
あ
る
と
と
も

に
、
故
郷
を
離
れ
て

働
く
仲
間
、「
生
き

て
い
る
ホ
ト
ケ
」
が

地
元
に
帰
っ
て
く
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
人
が
集

え
ば
、
そ
こ
に
は「
共
き
ょ
う

食し
ょ
く」、
つ
ま
り
一
緒
に
食
事

を
す
る
機
会
が
生
ま
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
が
蔓
延
す
る
ま
で
は
共
食
は「
食
育
」
の
大
き
な

柱
で
あ
り
、
身
心
と
も
に
健
康
を
保
つ
大
き
な
働
き

を
持
つ
と
し
て
、
つ
い
に
は
農
林
水
産
省
か
ら
推
奨

さ
れ
る
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
、

不
要
不
急
の
外
出
を
避
け
、
会
食
せ
ず
、
黙
食
が
勧

め
ら
れ
て
い
る
現
状
で
す
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
逆
に
、

人
間
に
は
不
要
不
急
、
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
の
会

食
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ち

な
み
に
雲
水
の
食
事
は
沈
黙
厳
守
で
す
。
そ
れ
は
生

き
物
の
命
を
い
た
だ
く
資
格
が
自
分
に
あ
る
の
か
を

問
い
つ
つ
、
仏
道
に
精
進
す
る
こ
と
を
誓
う
沈
黙
で

す
。
黙
食
は
当
面
は
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
の
外
圧
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
意
味
づ
け
が
変
わ
れ
ば

共
食
を
通
し
て
人
と
人
と
の
関
係
を

取
り
戻
し
、
強
く
す
る
時
間
が
、

新
し
い
お
盆
の
在
り
方
に
つ
な
が
っ
て
い
く

インタビュアープロフィール
柳澤 円（やなぎさわまどか）

ライター、編集、翻訳マネジメント。食と農と社会の
課題をテーマに執筆する。株式会社 Two Doors 代表。
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そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
お
盆
」
の
役
割
は
も
う

一
度
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

再
会
し
た
旧
友
と
共
食
し
、
ご
先
祖
様
と
共
食
す

る
。
仕
事
が
忙
し
く
ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
家
族
と
食
事

が
で
き
な
い
親
御
さ
ん
が
、
貴
重
な
休
み
の
期
間
、

旅
先
で
子
ど
も
の
顔
を
見
な
が
ら
ご
飯
を
食
べ
、
子

ど
も
た
ち
は
両
親
の
話
を
聞
き
つ
つ
ご
飯
を
食
べ
る
。

ま
た
そ
の
流
れ
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
つ
い
て
、
時
に
は
ご
先
祖
に
話
が
及
ぶ
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
死
者
と
も
生
者
と
も
向
き
合
う
、
共
食

を
通
し
て
人
と
人
と
の
関
係
を
取
り
戻
し
、
強
く
す

る
時
間
が
、
新
し
い
お
盆
の
在
り
方
に
つ
な
が
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
お
盆
」は
、
仏
教
が
人
々
の
間
に
根
づ
く
上
で
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
仏
教
行
事
の
一
つ
で
す
が
、

地
域
性
や
時
代
性
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
形
を
変
え

て
も
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

時
代
に
合
わ
せ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
オ
ン

ラ
イ
ン
で
い
い
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
も

思
い
ま
す
。
一
方
で
は
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）
を
利
用
し

つ
つ
、
で
き
る
だ
け
顔
と
顔
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
、

そ
こ
に
人
同
士
の
関
係
性
が
続
い
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
て
い
ま
す
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
同
じ
場
所

で
顔
を
合
わ
せ
る
大
切
さ
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
今
ま
で
通
り
の「
お
盆
」
が
で

き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
思
い
や
り
の
心
」
の
表
し

方
を
工
夫
す
る
。
そ
の
工
夫
こ
そ
が「
供
養
」
に
つ

な
が
る
で
し
ょ
う
し
、そ
れ
が「
身
業
説
法
」で
あ
り
、

畢ひ
っ

竟き
ょ
う「
修
行
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

読
者
か
ら
の
お
便
り

お
便
り
募
集

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

Eメールアドレス ……………………………
fujiki@water.ocn.ne.jp

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。

宮城県/高橋久美子様　　新潟県/小澤四郎様
三重県/苅屋奈良美様　　三重県/川北和俊様
山口県/吉村克子様

曹洞禅グラフ155号(冬号)プレゼント、椎名
宏雄老師の著書『やさしく読む参同契・宝鏡三
昧』は次の方々が当選されました。

今回の特集にご登場頂
いた永井政之駒澤大学
総長の著書『ふっと心
がかるくなる禅の言
葉』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。………………… 2021年8月末必着

『曹洞禅グラフ』の154号（秋号）を拝読し
ました。
この不安定な世界に一人ぽつんと置き去
りにされたようない気持ちになっていた
時、私の前を歩いて下さっていたまた私
の後で見守ってくださっていた仏様に改
めて気づかされました。『曹洞禅グラフ』
に出会えて心より感謝しております。

北海道 杉山京子 様
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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 2021年8月末

或わ

く

漂ひ
ょ
う

流る

巨こ

海か

い

竜り
ゅ
う

魚ぎ

ょ

諸し

ょ

鬼き

難な

ん

念ね

ん

彼び

観か

ん

音の

ん

力り

き

波は

浪ろ

う

不ふ

能の

う

没も

つ

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

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。
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。

解
説

或
い
は
大
海
に
漂
流

し
て
し
ま
い

竜
や
魚
や
諸
鬼
の
難

に
あ
っ
て
も

彼
の
観
音
の
力
を
念

ず
れ
ば

海
の
中
に
沈
め
ら
れ

る
こ
と
も
な
い

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
今
ま
で
説
い
て
き
た
「
四
法
印
」
各

言
葉
を
端
的
に
ま
と
め
る
と

◉
一
切
皆
苦
:
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
。

◉
諸
行
無
常
:
万
物
は
変
化
し
続
け
る
。

◉
諸
法
無
我
:
不
変
的
な
実
在
は
な
い
。

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「
物
事
は
定
ま
ら
な
い
」
が
根
底
に
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
今
回
の
テ
ー

マ
「
涅
槃
寂
静
」
を
参
究
し
て
い
き
ま

す
。ま

ず
「
涅
槃
寂
静
」
は
、「
涅
槃
」「
寂

静
」
と
い
う
二
つ
の
仏
教
的
境
地
を
表

す
言
葉
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
す
。

◉
「
涅
槃
」
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
「
ニ
ル
バ
ー
ナ
」。
元
意
は
「
風
が

炎
を
吹
き
消
す
こ
と
」。
仏
教
で
は
「
煩

悩
（
身
心
を
悩
み
苦
し
め
汚
す
精
神
作
用
）

の
炎
が
滅
せ
ら
れ
た
境
地
」
で
す
。

◉
「
寂
静
」
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
「
シ
ャ
ン
テ
ィ
」。
元
意
は
「
憎
悪

の
な
い
友
愛
に
満
た
さ
れ
た
状
態
」。

仏
教
で
は
「
安
寧
（
調
和
を
伴
っ
た
安
ら

か
さ
と
幸
福
）
の
境
地
」
で
す
。

仏
教
四
種
の
基
盤
的
誓
い
「
四し

弘ぐ

誓せ
い

願が
ん

文も
ん

」
の
ひ
と
つ
に
「
煩ぼ
ん

悩の
う

無む

尽じ
ん

誓せ
い

願が
ん

断だ
ん

」
と
い
う
偈
句
が
あ
り
ま
す
。
意
味

は
「
煩
悩
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
、

断
つ
こ
と
の
願
い
を
決
心
し
実
行
し
続

け
ま
す
」
で
す
。

こ
の
偈
句
で
大
切
な
の
は
「
煩
悩
は

尽
き
る
こ
と
が
な
い
」
こ
と
。
常
に
煩

悩
の
炎
が
滅
せ
ら
れ
た
、
涅
槃
の
境
地

で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
観
点
で
す
。

「
涅
槃
寂
静
」
で
生
き
る
と
は
、
決
し

て
涅
槃
に
な
ろ
う
と
煩
悩
を
押
さ
え
つ

け
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寂
静
を

目
指
し
身
心
が
安
寧
な
状
態
を
自
ら
が

作
り
出
す
こ
と
で
、
尽
き
る
こ
と
な
き

煩
悩
を
自
然
に
発
現
さ
せ
安
寧
さ
で
包

み
込
む
こ
と
で
す
。

寂
静
を
築
く
日
々
の
営
み
が
「
禅
の

作
法
」
で
す
。
作
法
的
生
活
を
身
に
つ

け
て
い
く
こ
と
で
、
い
つ
沸
き
出
す
か

定
ま
ら
な
い
煩
悩
を
、
安
ら
ぎ
の
ま
ま

丁
寧
に
炎
に
く
べ
燃
え
か
す
を
残
さ
ず

焼
き
き
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
。今

回
は
、
腕
を
心
地
よ
く
揺
ら
し
な

が
ら
調
い
の
方
向
性
を
探
る
こ
と
で
、

指
向
を
超
え
安
寧
な
調
和
を
導
く
「
回

旋
委
ね
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。

足幅を肩幅程度にし、上半
身に力が入らないよう楽な

姿勢で立ちます。次に上半身中
心で身体を左右に揺らします。
棒のように揺らすのではなく、頭、
肩、腰、足と心地よい左右屈曲
のしなりが自然に連動していくよ
う揺らします。イメージはゆるや
かな流れの海底に根を張って漂
う海草。心地よさに委ねていく
ことで、自ずと左右の緊張差が
減退し調ってきます。

腕を左右に回旋させます。
腕自身には力を入れず、

腰や足の動きにて力の抜けた腕
を操作しているイメージで行いま
す。回旋リズム・大きさ・姿勢の
モデルはありません。心地よい
回旋状態を自ら探り続けることで、
上半身が緩み緊張差も減退し調
ってきます。また回旋時の感覚
を流れのまま感受することで芯
の中心軸感覚が育っていきます。

腕を心地よく回旋させたまま、
少しずつ位置を上げていき

ます。できるだけ腕に力を入れ
ないながらも、回旋しきったとこ
ろで身体の側面に手の平が触れ
るようにします（左回旋時に右手の

平。右回旋時は逆）。腰、胸、肩
と上げながら、各腕位置での心
地よい回旋状態を探っていきま
す。すると各部位の労りが心地
よい動作と手の平で感受されて
いきます。

左
右
に
揺
れ
る

ゆ
る
や
か
に
回
旋
す
る

手
を
置
き
回
旋
す
る

涅ね

槃は

ん

寂じ

ゃ

く

静じ

ょ

う

～
指
向
を
超
え
る
～

123

四
し

法
ほう

印
いん

の 心 得

動 じ な い 私 を 築 く

藤
井
隆
英
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挿
絵  

長
谷
川
葉
月

こ
の
よ
う
に
決
意

す
る
主
体
は
、
自

分
自
身
に
あ
る
の

で
す
。
百
丈
が
行

う
作
務
は
、
修
行

と
し
て
の
仏
作
仏

行
で
す
。

作
務
（
労
働
）

は
動
く
坐
禅
と
も

言
い
ま
す
が
、
こ

の
作
務
の
中
に
も

坐
禅
と
し
て
の
工

夫
を
求
め
る
修
行

と
し
て
捉
え
ま
す
。

百
丈
は
そ
の
こ
と

を
大
事
に
し
、
作

務
は
単
な
る
草
取

り
仕
事
で
は
な
い

こ
と
を
弟
子
た
ち

に
示
す
言
葉
と
し

て
、
日
常
の
生
き

方
を
見
せ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
よ
く
私
た
ち

は
「
日に
ち

常じ
ょ
う

底て
い

」
と

い
う
こ
と
を
重
ん

じ
て
い
ま
す
。
日
々

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

こ
そ
が
、
禅
に
お
い

て
一
番
大
切
な
の
で

す
が
、
日
々
の
研
鑚

を
怠
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
に
繋

が
り
ま
す
。

日
々
の
積
み
重
ね

の
中
か
ら
、
や
が
て

実
る
日
も
、
い
つ
か

訪
れ
る
の
で
す
。
し

か
し
日
々
の
研
鑚
を

し
な
け
れ
ば
、
残
念

な
が
ら
何
も
生
ま
れ

て
き
ま
せ
ん
。

な
に
ご
と
も
、
極

端
に
な
る
の
は
い
け

ま
せ
ん
が
、
た
ゆ
ま

ぬ
努
力
を
続
け
る
こ

と
が
、
人
間
を
大
き

く
成
長
さ
せ
る
礎
に

な
る
の
で
は
な
い
か

と
、
苦
手
な
草
取
り

作
務
を
し
な
が
ら
感

じ
た
次
第
で
す
。

梅
雨
が
明
け
る
と
、
日
差
し
が
一
層
眩ま
ぶ

し
く
感
じ

ら
れ
、
気
温
も
あ
が
り
、
い
つ
の
間
に
か
夏
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
お
寺
の
敷
地
内
の
草
取

り
の
作さ

務む

を
し
な
い
と
、
草
が
す
ぐ
伸
び
て
き
ま
す
が
、

草
取
り
は
暑
さ
と
の
闘
い
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

草
取
り
は
苦
手
で
す
ね
。

道
元
禅
師
は
、
暑
熱
を
お
づ
る
こ
と
な
か
れ
。
暑
熱

い
ま
だ
人
を
や
ぶ
ら
ず
、
暑
熱
い
ま
だ
道
を
や
ぶ
ら
ず
。

不
修
よ
く
人
を
や
ぶ
り
、
道
を
や
ぶ
る
『
正
法
眼
蔵
』

「
行
持
」
下

と
説
か
れ
て
い

ま
す
。

暑
さ
や
寒
さ
が

人
間
を
怠
け
さ
せ

て
し
ま
う
の
で
は

な
く
、
暑
さ
、
寒

さ
を
理
由
に
し
て

努
力
す
る
こ
と
を

自
ら
怠
る
こ
と
で
、

人
間
自
身
が
自
分

を
だ
め
に
し
て
し

ま
う
と
言
う
の
で

す
。も

ち
ろ
ん
、
現

代
の
夏
の
暑
さ
は

尋
常
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
暑
さ
や
寒
さ
を
理
由
に
し
て
、
修
行
を
怠

る
こ
と
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

中
国
の
唐
の
時
代
に
、
百
ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
う

懐え

海か
い

と
い
う
高
僧
が

お
り
ま
し
た
。
八
〇
歳
を
過
ぎ
高
齢
で
あ
る
の
に
、
率

先
し
て
作
務
に
い
そ
し
む
た
め
、
弟
子
た
ち
が
、
禅
師

に
少
し
休
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
思
い
、
使
っ
て
い
る
農

耕
具
を
隠
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
禅
師
は
、
こ

の
日
か
ら
食
事
を
と
ろ
う
と
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
食

事
を
召
し
上
が
ら
な
い
禅
師
を
心
配
し
た
弟
子
た
ち
は
、

禅
師
の
様
子
を
う
か

が
っ
た
と
こ
ろ
、
次

の
よ
う
に
話
さ
れ
た

そ
う
で
す
。

一い
ち

日じ
つ

作な

さ
ざ
れ
ば

一い
ち

日じ
つ

食く

ら
わ
ず
『
景

徳
伝
灯
録
』

「
一
日
作
務
を
し
な

け
れ
ば
食
事
を
し
な

い
」
と
い
う
意
味
で

す
が
、
日
常
の
修
行

と
し
て
の
作
務
を
そ

れ
だ
け
大
切
に
し
て

い
る
と
い
う
、
百
丈

禅
師
の
意
志
の
表
わ

れ
で
も
あ
り
ま
す
。

生 活 の 中 の 仏 教

作
務
は
動
く
坐
禅

―
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
怠
ら
な
い

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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わ
り
ま
す
が
、
特
に
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
た
り
、

乱
暴
に
な
っ
た
り
、
何
か
問
題
を
持
っ
て
い
る

よ
う
な
お
子
さ
ん
が
い
る
な
と
思
っ
た
と
き
に
、

声
を
掛
け
て
関
わ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
と
は
一
対
一
で 

向
き
合
う
機
会
を
つ
く
っ
て
い
ま
す

林
原　

個
別
に
相
談
に
乗
ら
れ
る
以
外
に
も
、
お
子
さ

ん
と
関
わ
る
場
面
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
し
ょ

う
か
。

園
長
　
は
い
。
詩
の
朗
読
で
す
ね
。
月
に
二
回
ず
つ
、

詩
の
朗
読
を
や
ら
せ
て
い
ま
す
。
あ
と
は
お
煎

茶
と
い
う
教
室
を
し
て
、
お
手
前
を
覚
え
た
り
、

お
茶
を
振
る
舞
う
心
み
た
い
な
も
の
を
体
得
し

て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
教
室
で
習
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
寂
し
さ
と
か
不
安
を

抱
え
て
い
る
と
、
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
し
ま

っ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
子
ど
も
た

ち
の
気
持
ち
を
少
し
で
も
こ
ち
ら
が
く
み
取
れ

る
よ
う
に
、
一
対
一
で
向
き
合
う
機
会
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
安
心
で
き

る
場
を
つ
く
っ
て
あ
げ
た
い
な
と
い
う
の
が
私

の
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
ね
。

他
人
の
苦
し
み
を 

自
分
の
痛
み
と
し
て
知
る
こ
と

林
原　

藤
木
さ
ん
は
手
ま
り
学
園
を
設
立
さ
れ
る
ま
で

に
、
里
親
と
し
て
三
人
の
里
子
さ
ん
を
育
て
る

と
い
う
経
験
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て

そ
う
い
う
道
を
歩
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

そ
の
原
点
か
ら
伺
っ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

園
長　

私
は
福
井
県
の
菓
子
問
屋
を
営
む
家
に
生
ま
れ

ま
し
て
、
小
学
校
六
年
の
と
き
に
最
愛
の
父
親

を
亡
く
し
ま
し
た
。
非
常
に
寂
し
い
思
い
を
し

た
と
き
に
、
お
葬
式
で
は
じ
め
て
出
会
っ
た
の

が
仏
教
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
住
職
さ
ん

の
と
こ
ろ
に
毎
日
の
よ
う
に
通
っ
て
手
を
合
わ

せ
た
り
、
よ
そ
の
お
寺
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と

が
と
て
も
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
手
を
合
わ
せ

る
と
父
親
が
喜
ん
で
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
校
を
卒
業
し
て
東
京
の
美
術
短
大
に
入
学

し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
仏
教
の
有
名
な
先
生

の
会
に
参
加
し
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
教
え
を

耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
道

元
さ
ま
の
教
え
の
中
の
利
他
の
教
え
を
聞
き
、

何
か
人
の
た
め
に
尽
く
し
た
い
と
い
う
気
持
ち

を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
他
人
の
苦
し

み
を
自
分
の
痛
み
と
し
て
知
ら
な
け
れ
ば
い
け

Ｎ
Ｈ
Ｋ
林
原
摂
子
デ
ィ
レ
ク
タ
ー（
以

下
林
原
）こ
ち
ら
の
手
ま
り

学
園
さ
ん
は
、
曹
洞
宗
の

教
え
に
根
ざ
し
た
児
童
養

護
施
設
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
ど
う
い
っ
た
特
徴
が

あ
る
の
か
教
え
て
い
た
だ
け

ま
す
か
。

藤
木
宏
子
園
長（
以
下
園
長
）　
手
ま
り
学
園

で
は
仏
教
の
教
え
に
根
ざ
し
た
養
育
を

し
て
い
ま
す
。
人
へ
の
気
遣
い
や
命
の
大
切
さ

を
伝
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
食

事
の
時
間
に
は
「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
代
わ
り

に
お
唱
え
事
を
い
た
し
ま
す
。「
お
米
さ
ん
、

野
菜
さ
ん
、
お
肉
さ
ん
、
お
魚
さ
ん
、
そ
の

命
の
お
か
げ
で
生
か
さ
れ
て
い
る
尊
い
私
の
命
、

い
た
だ
き
ま
す
」
と
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
食
事

を
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
手
を
合

わ
せ
る
こ
と
は
自
然
に
な
っ
て
き
て
、
生
き

生
き
と
大
き
な
声
で
、
お
魚
さ
ん
お
肉
さ
ん

に
聞
こ
え
る
よ
う
に
は
き
は
き
と
言
っ
て
い

る
様
子
で
す
。

あ
と
は
月
に
一
回
お
参
り
の
会
と
い
っ
て
、

折
に
触
れ
て
仏
さ
ま
の
お
話
を
し
て
い
ま

す
。
私
の
夫
で
仏
教
者
で
あ
り
ま

す
理
事
長
（
藤
木
隆
宣
）
が
、

四
月
に
は
釈
尊
の
お
生

ま
れ
に
な
っ
た
花
祭
り

の
こ
と
を
話
し
た
り
、

そ
れ
か
ら
、
あ
ら
ゆ

る
命
に
は
仏
さ
ま
が

宿
っ
て
い
て
、
み
ん

な
に
も
同
じ
仏
さ
ま

が
宿
っ
て
い
る
か
ら
、

お
互
い
に
手
を
合
わ
せ

て
お
が
み
ま
し
ょ
う
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
。

林
原　

藤
木
さ
ん
は
園
長
と
し
て
、
日
ご

ろ
ど
ん
な
お
仕
事
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で

す
か
。

園
長　

日
常
、
子
ど
も
の
世
話
は
職
員
が
メ
イ
ン
で
関

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
林
原
摂
子
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が

神
奈
川
県
愛
川
町
に
あ
る

児
童
養
護
施
設
手
ま
り
学
園
を
取
材
し
ま
し
た
。

園
長
の
藤
木
宏
子
さ
ん
は
幼
い
こ
ろ
か
ら

親
し
ん
で
き
た
仏
教
の
教
え
に
支
え
ら
れ
て
、

四
十
代
で
肉
親
と
暮
ら
せ
な
い

三
人
の
子
ど
も
の
里
親
と
な
り
、

六
十
代
で
児
童
養
護
施
設
を
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
七
日
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
二「
宗
教
の
時
間
」に
て

「
子
ど
も
は
小
さ
な
仏
さ
ま
」と
題
し
て

放
送
さ
れ
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

子どもは
小さな仏さま
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そ
め
る
よ
う
な
ト
カ
ゲ
と
か
い
ろ
い
ろ
な
虫
類
、

そ
う
い
う
も
の
を
大
事
に
自
分
で
育
て
た
り
、

話
し
掛
け
た
り
す
る
。
大
人
の
ほ
う
が
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ぐ
ら
い

に
、
慈
悲
の
心
を
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
ま
ま
体

現
し
て
い
る
と
を
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
の
慈
悲
の
心
と
い
う
の
は
、
普
段
会
っ
て

い
な
い
親
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
気
が
す
る
の
で
す
。
虐
待
を
受
け
て
き
て
い

る
子
ど
も
た
ち
を
み
て
い
て
、
こ
れ
は
不
思
議

な
こ
と
な
の
で
す
が
、
親
を
信
じ
て
い
る
の
で

す
。
根
本
的
に
恨
ん
で
い
る
な
ど
と
は
思
え
な

い
ん
で
す
ね
。
し
っ
か
り
親
の
本
質
と
い
う
も

の
を
見
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
例
え
ば
優

し
い
目
を
し
て
い
る
と
か
、
そ
の
奥
に
あ
る
仏

の
姿
を
し
っ
か
り
子
ど
も
は
感
じ
て
い
て
、
親

を
非
常
に
大
切
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、

心
か
ら
感
動
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
小
さ
な

仏
さ
ま
の
よ
う
な
存
在
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
多

い
で
す
。

こ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
は
、
も
と
も
と
持

っ
て
い
る
人
を
信
じ
る
心
を
ず
っ
と
持
ち
続
け

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
ま
た
、
社
会
の
側

も
助
け
を
求
め
ら
れ
な
い
子
ど
も
が
中
に
は
い

る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の

心
に
思
い
を
は
せ
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
で
あ
っ

て
ほ
し
い
と
常
々
願
っ
て
い
ま
す
。

な
い
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

林
原　

そ
の
後
、
ご
結
婚
さ
れ
て
四
十
代
に
な
ら
れ
て

か
ら
、
ご
家
族
と
暮
ら
せ
な
い
お
子
さ
ん
を
里

子
と
し
て
引
き
受
け
る
と
い
う
決
心
を
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ど
ん
な
い
き
さ
つ
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

里
親
の
経
験
を
通
し
て 

児
童
養
護
施
設
を
創
立

園
長　

自
分
た
ち
だ
け
の
生
活
で
い
い
の
か
、
も
っ
と

人
に
尽
く
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
た
と
き
に
偶
然
聴
い
た
ラ
ジ
オ
で
、

七
人
の
里
子
さ
ん
を
育
て
ら
れ
た
里
親
さ
ん
の

話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
す
ご
く
感
銘
を
受

け
た
ん
で
す
ね
。
一
人
で
も
育
て
ら
れ
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
、
ま
ず
は
行
動
を
起
こ
そ
う
、

そ
の
た
め
に
里
親
登
録
を
し
よ
う
と
決
心
し
た

わ
け
で
す
。

一
緒
に
暮
ら
し
た
里
子
と
は
、
学
校
卒
業
後

か
ら
し
ば
ら
く
音
信
不
通
に
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
で
も
今
で
は
愛
情
を
感
じ
て
い
た
と

言
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
長
い
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
が
、
根
底
に
あ
る
愛
情
と
か
慈
愛
と
い

う
も
の
を
子
ど
も
は
受
け
取
っ
て
く
れ
て
い
た

ん
だ
な
と
、
自
分
へ
の
ご
褒
美
の
よ
う
に
感
じ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
本
当
に
救
わ
れ
ま
し
た
。

自
分
の
里
親
の
経
験
を
、
今
度
は
ほ
か
の
子

ど
も
た
ち
の
た
め
に
も
還
元
で
き
る
か
な
と
思

い
ま
し
て
、
思
い
切
っ
て
児
童
養
護
施
設
の
仕

事
を
始
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

林
原　

実
際
に
子
ど
も
さ
ん
へ
の
見
方
が
変
わ
っ
た
な

と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

慈
悲
の
心
と
は 

人
間
を
信
じ
き
る
心

園
長　

ま
ず
、
素
直
に
子
ど
も
た
ち
の
目
線
と
い
い
ま

す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
物
事
を
見
る
と
、
子

ど
も
た
ち
の
本
当
に
豊
か
な
世
界
や
感
性
に
た

く
さ
ん
出
会
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
い

ま
す
。

例
え
ば
、
子
ど
も
は
小
さ
な
虫
、
花
、
ど
ん

な
命
で
も
自
然
に
慈
し
ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と

に
私
は
気
付
い
た
ん
で
す
ね
。
大
人
が
眉
を
ひ

ふじき  ひろこ
福井県生まれ
昭和 63（1988）年　里親登録
平成 21（2009）年の創立より
手まり学園園長をつとめる
曹洞宗　永正寺・日庭寺寺族
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の
が
ん
で
、
ス
テ
ー
ジ
４
の
段
階
で
あ
る

こ
と
を
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。

半
年
に
及
ぶ 

化
学
治
療
の
は
じ
ま
り

最
初
に
病
院
に
行
っ
た
日
か
ら
ず
っ
と
、

自
分
な
り
に
リ
ン
パ
腫
に
つ
い
て
調
べ
て

い
た
せ
い
か
、
医
者
に
そ
う
告
げ
ら
れ
た

時
は
「
あ
ぁ
そ
う
で
す
か
」
と
比
較
的
落

ち
着
い
て
受
け
止
め
て
い
ま
し
た
。
今
思

え
ば
調
べ
た
と
は
い
え
、
病
気
や
治
療
に

つ
い
て
本
当
の
意
味
で
は
理
解
し
き
れ
て

な
か
っ
た
強
み
だ
っ
た
と
も
思
い
ま
す
。

血
液
の
が
ん
の
場
合
、
内
臓
の
が
ん
の
様

に
手
術
で
切
っ
て
し
ま
え
ば
終
え
ら
れ
る

よ
う
な
こ
と
も
な
く
、
さ
ら
に
は
、
飲
み

過
ぎ
や
喫
煙
な
ど
と
い
っ
た
原
因
も
分
か

り
よ
う
が
な
く
、
医
者
も
は
っ
き
り
言
わ

な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
宣
告
さ
れ
た

と
き
に
明
確
だ
っ
た
こ
と
は
、
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｐ

療
法
と
呼
ば
れ
る
化
学
療
法
を
す
る
他
に

治
療
法
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

わ
た
し
の
場
合
は
六
回
の
抗
が
ん
剤
治

療
を
行
う
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
一
回
の
治

療
ご
と
に
一
〇
日
間
前
後
の
入
院
を
し
、

六
回
の
間
隔
は
二
十
一
日
間
周
期
で
す
の

で
、
全
部
で
半
年
間
ほ
ど
の
治
療
期
間
と

な
り
ま
す
。
抗
が
ん
剤
は
あ
る
意
味
で
体

に
毒
を
入
れ
る
行
為
で
も
あ
る
た
め
、
ど

う
し
て
も
体
は
だ
る
く
な
っ
て
長
期
的
な

倦
怠
感
が
続
き
ま
す
。
入
院
ご
と
に
一
〇

万
円
ほ
ど
の
治
療
費
も
掛
か
り
ま
す
が
、

倦
怠
感
が
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
と
、

コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
た
こ
と
も
考
え
て
、
通

院
よ
り
も
で
き
る
だ
け
入
院
さ
せ
て
も
ら

う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
家
族
も
同
じ
意

見
で
支
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
倦
怠
感
は

体
だ
け
で
な
く
、
頭
も
ボ
ー
ッ
と
す
る
ん

で
す
。
集
中
力
が
落
ち
て
、
思
考
が
定
ま

り
に
く
く
な
り
、
病
院
の
ベ
ッ
ド
で
本
を

読
む
こ
と
も
難
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
横
に
な
っ
て
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
で
き
る
だ
け
本
が
読
め
る
よ
う

に
は
し
て
い
ま
す
。
毎
回
、「
文
藝
春
秋
」

も
買
っ
て
ま
す
ね
。

今
の
と
こ
ろ
六
回
の
治
療
の
う
ち
四
回

目
ま
で
終
了
し
ま
し
た
。
副
作
用
が
軽
く

な
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
抗

国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の

資
料
に
よ
れ
ば
、
日
本

で
は
年
間
三
万
人
弱
が

「
悪
性
リ
ン
パ
腫
」
に

罹り

患か
ん

し
て
い
る
と
い
い

ま
す
。
あ
る
日
突
然
突

き
つ
け
ら
れ
る
が
ん
宣

告
に
、
私
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
向
き
合
う
べ
き

な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
親
し
い
人
が
が
ん

と
闘
う
と
き
、
ど
の
よ

う
な
サ
ポ
ー
ト
が
望
ま

し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
正
解
は
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
あ
ろ
う
と
想
像

し
な
が
ら
も
、
中
悪
性

度
リ
ン
パ
腫
ス
テ
ー
ジ

４
の
、
化
学
治
療
中
で
あ
る
佐
藤
武
宏
さ

ん
（
七
十
七
歳
）
に
胸
中
を
訊
き
ま
し
た
。

違
和
感
を
伝
え
た
、 

主
治
医
と
の
雑
談

「
あ
る
時
、
鼠そ

蹊け
い

部ぶ

の
あ
た
り
に
、
触
る

と
グ
リ
グ
リ
と
し
た

し
こ
り
が
あ
る
こ
と

に
気
付
い
た
ん
で
す
。

ち
ょ
う
ど
血
圧
の
薬

を
も
ら
い
に
主
治
医

の
と
こ
ろ
に
行
く
日

だ
っ
た
の
で
、
雑
談

の
中
で
、
こ
れ
は
脱だ

っ

腸ち
ょ
う（

鼠
径
部
ヘ
ル
ニ

ア
）
だ
ろ
う
か
、
と

聞
い
て
み
ま
し
た
。

し
か
し
主
治
医
は
リ

ン
パ
腫
を
疑
い
、
す

ぐ
に
専
門
の
病
院
で

診
て
も
ら
う
こ
と
を

勧
め
て
く
れ
た
ん
で

す
。そ

の
ま
ま
知
人
が

勤
め
て
い
る
日
大
病
院
に
予
約
を
取
っ
て

検
査
し
て
も
ら
い
、
そ
の
日
の
う
ち
に
切

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
リ
ン

パ
腫
と
い
う
の
は
切
っ
て
み
な
い
と
悪
性

か
良
性
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

数
日
後
に
結
果
を
聞
き
に
行
く
と
、
中
悪

性
度
リ
ン
パ
腫
の
Ⅳ
期
、
つ
ま
り
、
血
液

ス
テ
ー
ジ
4
の

が
ん
宣
告
に

向
き
合
っ
て

佐さ
と
う藤
武た

け

宏ひ
ろ

さ
ん
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が
ん
剤
を
始
め
て
三
週
間
で
ご
そ
っ
と
頭

髪
が
抜
け
落
ち
ま
し
た
。
ま
た
、
寝
て
い

る
だ
け
の
時
間
が
増
え
て
食
欲
が
な
い
日

も
あ
る
た
め
、
体
重
は
一
〇
キ
ロ
痩や

せ
ま

し
た
。
特
に
脚あ

し

が
細
く
な
っ
た
こ
と
に
自

分
で
も
驚
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
む
か
し

は
山
岳
部
で
た
く
さ
ん
歩
い
て
き
た
ん
で

す
け
ど
ね
、
今
は
足
の
筋
肉
が
す
っ
か
り

落
ち
て
い
ま
す
。
一
〇
日
間
の
入
院
を
終

え
た
あ
と
は
、
普
段
か
ら
自
宅
周
辺
を
で

き
る
だ
け
散
歩
し
て
い
ま
す
。
少
し
長
い

距
離
や
階
段
を
上
が
る
と
や
っ
ぱ
り
疲
れ

ま
す
が
、
体
力
維
持
の
た
め
に
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
マ
シ
ン
も
購
入
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

知
る
安
心
。 

理
解
す
べ
き 

自
分
の
状
態
を
知
る

長
年
、
建
築
家
と
し
て
勤
務
し
、
定
年

後
は
不
動
産
の
鑑
定
を
行
う
仕
事
を
手
伝

っ
て
い
ま
し
た
。
一
〇
年
以
上
そ
の
仕
事

を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
少
し
高
い
と
こ

ろ
に
登
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
一

旦
離
職
し
た
時
期
に
こ
の
病
気
が
わ
か
っ

た
ん
で
す
。
そ
の
た
め
、
治
療
期
間
の
仕

事
に
関
す
る
心
配
な

ど
も
な
く
て
済
み
ま

し
た
。
ま
た
、
仕
事

を
せ
ず
に
自
分
の
時

間
が
あ
る
こ
と
で
、

病
気
に
関
し
て
で
き

る
だ
け
自
分
で
調
べ

る
こ
と
も
で
き
て
い

ま
す
。
化
学
治
療
を

受
け
る
際
に
、
病
院
か
ら
も
ら
う
資
料
を

読
む
だ
け
で
な
く
、
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー

が
出
し
て
い
る
資
料
や
、
過
去
に
同
じ
病

気
で
闘
病
し
た
方
の
記
録
な
ど
も
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
で
た
く
さ
ん
目
に
し
ま
し
た
。

や
は
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
便
利
な
の

で
、
診
療
明
細
や
投
薬
履
歴
な
ど
で
見
た

薬
の
名
前
を
調
べ
る
よ
う
に
も
し
て
い
ま

す
。
大
き
な
病
院
の
医
者
は
み
ん
な
忙
し

い
で
す
し
、
専
門
性
が
高
く
細
か
い
話
は

さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
初
め

て
見
る
薬
が
あ
れ
ば
帰
宅
し
て
か
ら
調
べ

て
み
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
が
ん
と

は
関
係
な
く
血
液
が
雑
菌
に
感
染
し
て
い

た
の
で
抗
生
剤
を
打
っ
て
く
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
り
、
治
療
に
関
し
て
新
し

く
知
る
こ
と
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
医
者

に
会
っ
た
時
に
確
認
す
る
と
、
そ
こ
で
初

め
て
教
え
て
く
れ
た
り
す
る
ん
で
す
。
き

っ
と
、
病
気
や
薬
に
詳
し
く
な
い
患
者
に

説
明
す
る
の
は
難
し
い
話
な
ん
で
し
ょ
う
。

し
か
し
わ
た
し
の
場
合
、
た
だ
言
わ
れ
た

治
療
に
受
け
身
で
い
る
よ
り
も
、
知
る
こ

と
で
落
ち
着
く
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
も

し
か
し
た
ら
昔
か
ら
、
建
築
物
の
雨
漏
り

を
見
つ
け
た
ら
原
因
が
ど
こ
か
と
調
べ
て

い
た
よ
う
な
、
不
動
産
の
鑑
定
を
し
て
い

た
頃
の
習
慣
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

治
し
た
い
。 

た
だ
そ
の
一
心
で
。

治
療
の
ゴ
ー
ル
は
「
完
治
さ
せ
る
」
こ

と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
半
年
間
の
治
療

が
終
わ
っ
た
ら
何
を
し
た
い
か
と
聞
か
れ

て
も
、
こ
れ
と
い
っ
た
具
体
的
な
願
望
は

な
い
ん
で
す
。
た
だ
完
治
さ
せ
て
、
そ
の

後
ま
た
好
き
な
こ
と
を
し
て
生
き
る
人
生

が
続
く
よ
う
に
努
力
す
る
。
何
を
ど
う
努

力
す
る
の
か
は
わ
た
し
に
も
わ
か
り
ま
せ

ん
け
ど
、「
治
す
た
め
に
」
治
療
を
受
け

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
で
す
。

医
者
は
決
し
て
、
治
り
ま
す
よ
、
と
も
、

何
割
の
可
能
性
で
完
治
し
ま
す
、
な
ん
て

こ
と
も
言
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
同
じ
病
気

で
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご
家
族
が
書
か
れ

た
体
験
談
を
読
ん
だ
り
も
し
ま
し
た
が
、

わ
た
し
が
自
分
の
死
を
想
定
し
な
が
ら
治

療
す
る
の
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
死
ぬ
こ
と

を
考
え
た
ら
生
き
て
い
ら
れ
な
い
気
が
し

ま
す
か
ら
。

六
回
目
の
治
療
が
終
わ
る
頃
に
は
冬
が

明
け
て
春
に
な
る
時
期
。
今
は
階
段
や
散

歩
で
疲
れ
る
よ
う
な
脚
を
し
て
い
ま
す
が
、

治
療
を
終
え
た
ら
、
山
岳
部
だ
っ
た
頃
を

思
い
出
し
な
が
ら
ま
た
歩
け
た
ら
い
い
で

す
ね
。
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