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お
盆
と
お
正
月

東
北
地
方
の
田
舎
、
と
言
っ
て

も
こ
こ
で
は
宮
城
県
気け

仙せ
ん

沼ぬ
ま

市
の

田
舎
地
域
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、

何
か
あ
っ
て
普
段
食
べ
て
い
な
い

よ
う
な
食た

べ

物も
の

が
で
る
と
、
大
人
た

ち
は
「
お
盆
と
お
正
月
が
一
緒
に

き
た
よ
う
だ
」
と
言
っ
て
い
た
の

を
記
憶
し
て
い
る
。

も
う
か
れ
こ
れ
八
十
年
近
く
前

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
頃
の
東
北
の
農
村
は
特
別

な
家
、
つ
ま
り
地
主
＝
土
地
持
ち

を
除
く
と
、
貧
し
い
農
家
が
多
か

っ
た
。

そ
ん
な
貧
し
い
人
び
と
で
も
精

一
杯
ご
馳
走
を
つ
く
っ
て
食
べ
る

の
が
お
盆
と
お
正
月
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
年
中
行
事
に
人
び

と
は
晴
れ
着
を
身
に
つ
け
て
隣
り

近
所
の
家
々
に
挨
拶
回
り
を
し
た

も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
、
と

く
に
女
の
子
は
新
し
く
着
物
や
服

を
つ
く
っ
て
も
ら
う
と
、
お
盆
や

お
正
月
に
着
る
た
め
に
普
段
は
大

切
に
仕し

舞ま

っ
て
お
い
た
。

晴
れ
着
は
特
別
な
着
物
、
普
段

は
仕
事
着
で
あ
る
。

民
俗
学
に
は
「
ハ
レ
」（
晴
れ
）

と「
ケ
」（
褻
）
と
い
う
用
語
が
あ
り
、

「
ハ
レ
」
が
あ
ら
た
ま
っ
た
特
別

な
場
や
時
を
意
味
し
、
こ
れ
に
た

い
し
て
「
ケ
」
は
普
通
の
あ
り
ふ

れ
た
時
や
状
態
を
指
す
。

日
本
人
の
伝
統
社
会
、
こ
と
に

地
域
社
会
に
お
い
て
は
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
、
お
盆
や
お
正
月
と

と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
ハ
レ
」
の

日
を
創
り
だ
し
た
。

た
と
え
ば
通
過
儀
礼
と
か
人
生

儀
礼
と
か
呼
ば
れ
る
誕
生
、
成
人
、

結
婚
、
厄
年
、
葬
儀
、
追
善
な
ど

の
諸
行
事
は
「
特
別
な
日
」
で
あ

る
が
ゆ
え
に
「
ハ
レ
」
の
日
な
の

で
あ
る
。

誕
生
や
成
人
、
結
婚
が
「
ハ
レ

の
日
」
と
い
う
の
は
分
か
る
が
、

厄
年
や
葬
儀
を
も
ハ
レ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
含
め
る
の
は
、
い
か
が
な

も
の
か
と
疑
問
に
思
う
人
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
れ

ら
の
日
が
「
ケ
」（
褻
）
の
日
か
と

い
う
と
決
し
て
そ
う
と
は
い
え
ま

い
。
こ
れ
ら
の
日
は
普
通
の
「
あ

り
ふ
れ
た
日
」
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
日
本
の
諸
儀
礼
は
「
ハ
レ
」

か
「
ケ
」
か
の
二
元
論
で
で
は
と

て
も
理
解
で
き
な
い
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。

日
本
の
諸
儀
礼
が
二
元
論
で
は

割
り
切
れ
な
い
の
に
、
欧
米
流
の

「
聖
」（
ｓ
ａ
ｃ
ｒ
ｅ
ｄ
）
と
「
俗
」（
ｐ

ｒ
ｏ
ｆ
ａ
ｎ
ｅ
）
な
る
二
元
論
を

「
ハ
レ
」
と
「
ケ
」
に
当
て
は
め
よ

う
と
し
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
無
理

で
は
な
か
っ
た
の
か
。

日
本
の
儀
礼
は
「
ハ
レ
」、「
ケ
」、

「
ケ
ガ
レ
」（
穢け

が

れ
）
を
含
む
多
様
で

弾
力
性
に
富
む
も
の
で
は
な
い
か

と
い
っ
た
問
題
が
、
か
つ
て
民
族

学
会
や
文
化
人
類
学
会
で
討
論
さ

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
思
う
と

と
て
も
懐
か
し
い
。
本
題
の
「
お

盆
」
に
戻
ろ
う
。

お
盆
は
「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
語

の
略
称
で
あ
る
。
本
来
は
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
ｕ
ｌ
ｌ
ａ
ｍ
ｂ
ａ

ｎ
ａ
（
ウ
ラ
ン
バ
ナ
）
の
音
写
語
で

漢
字
で
は
「
烏う

藍ら
ん

婆ば

拏な

」
と
書
か

れ
た
。
意
味
は
「
倒
懸
」（
さ
か
さ
吊

り
の
苦
し
み
）
で
あ
る
。

『
盂
蘭
盆
経
』
に
説
く
と
こ
ろ
で

は
、
釈
尊
の
弟
子
の
な
か
で
も
神

通
第
一
と
さ
れ
た
目
連
尊
者
が
地

獄
で
苦
し
む
自
分
の
母
を
、
地
獄

か
ら
救
い
出
し
た
こ
と
が
お
盆
の

起
源
と
さ
れ
て
い
る
。

く
わ
し
く
は
、
死
ん
だ
母
が
餓

鬼
道
に
堕
ち
て
苦
し
ん
で
い
る
の

を
知
っ
た
目
連
が
仏
の
教
え
に
従

っ
て
、
七
月
十
五
日
に
僧
た
ち
が

修
行
中
に
犯
し
た
罪
を
告
白
す
る

「
自じ

恣し

」
に
際
し
て
、
食
物
な
ど

の
布
施
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
功

徳
に
よ
り
母
親
は
救
わ
れ
た
と
い

う
も
の
。
こ
の
「
目
連
救
母
説
話
」

は
先
祖
の
霊
を
苦
悩
世
界
よ
り
救

い
だ
す
と
い
う
「
盂
蘭
盆
会
」
の

仏
事
を
生
み
だ
し
、
中
国
よ
り
日

本
に
伝
来
し
て
「
お
盆
」
と
し
て

現
に
民
衆
に
営
ま
れ
て
い
る
。

お
盆
行
事
は
、
僧
自
恣
、
布
施
、

中
国
の
中
元
（
陰
暦
七
月
十
五
日
は
、

も
と
は
道
教
の
行
事
で
あ
っ
た
が
、
仏
教

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
）
と
「
孝
」
の
思

想
が
結
合
し
、
先
祖
供
養
の
欠
か

せ
な
い
仏
事
と
な
っ
た
。

昭
和
十
年
代
（
一
九
三
五
〜
）
私

が
小
学
校
に
入
学
し
た
頃
、「
修

身
」
と
い
う
課
目
で
先
生
た
ち
が

強
調
し
た
の
は
「
親
孝
行
」
で
あ

り
、
そ
の
モ
デ
ル
は
二
宮
金
次
郎

（
尊
徳
）
で
あ
っ
た
。
小
学
校
に
は

金
次
郎
が
薪た

き
ぎ

を
背
負
っ
て
歩
き

な
が
ら
読
書
す
る
銅
像
が
建
て
ら

れ
て
い
た
。

金
次
郎
が
仏
教
と
ど
う
関
係
し

た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
日
本
仏

教
が
一
般
に
「
葬
式
仏
教
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

「
孝
の
思
想
」
↓
「
先
祖
供
養
」
↓

「
日
本
仏
教
」
と
い
う
図
式
は
可

能
で
あ
り
、
こ
の
図
式
に
二
宮
金

次
郎
が
関
係
な
い
と
は
言
え
ま
い
。

お
盆
と 

「
五い

つ

木き

の
子
守
唄
」

こ
の
国
で
は
地
方
に
住
ん
で
い

る
人
た
ち
（
農
山
漁
村
民
）
が
お
正

月
と
お
盆
に
は
土
産
を
手
に
故

ふ
る
さ
と

里
に
帰
る
と
い
う
習
俗
が
あ
る
。

帰き
せ
い

省
と
か
里
帰
り
と
言
う
。
一
般

の
家
で
は
長
男
が
後あ

と

継つ

ぎ
と
し
て

家
に
残
り
、
二
、
三
男
や
姉
妹
が

都
市
部
や
仕
事
の
あ
る
と
こ
ろ
に

出
て
行
っ
て
働
い
た
。
こ
う
い
う

人
た
ち
も
正
月
と
お
盆
に
は
休
暇

を
取
っ
て
里
帰
り
す
る
慣
行
は
現

に
見
ら
れ
る
。

田
舎
に
残
っ
た
人
た
ち
は
今
度

某だ
れ

々そ
れ

が
帰
省
す
る
と
き
に
は
何
を

買
っ
て
き
て
く
れ
る
か

と
期
待
し
楽
し
み
に
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
お
土み

や

げ産
」
は
自
分
の

家
の
分
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
隣
り
近
所
の
家

の
分
も
用
意
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
気
配
り
の

な
い
人
は
評
判
が
良
く

な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
社
会
の
在

り
方
は
「
義
理
と
人
情

の
世
界
」
と
呼
ば
れ
、

敗
戦
後
は
封
建
社
会
の

残ざ
ん

滓し

と
し
て
、
と
く
に

知
識
人
か
ら
批
判
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

戦
後
五
十
年
以
上
も

経
っ
た
の
だ
か
ら
、
故

郷
重
視
の
傾
向
は
廃す

た

れ

る
か
弱
体
化
し
た
か
、
ど
う
だ
ろ

う
。
私
は
か
な
り
以
前
か
ら
お
盆

と
お
正
月
が
近
づ
く
と
新
聞
や
テ

レ
ビ
の
報
道
に
注
目
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
。
私
感
で
は
ど
う
も
そ

う
激
し
く
変
化
し
て
い
る
と
は
思

え
な
い
の
だ
が
、
ど
う
か
。

暦
の
上
で
は
多
く
の
人
た
ち
は

旧
暦
（
月
遅
れ
）
に
よ
っ
て
動
い
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
盆
だ
と
八

月
盆
で
あ
る
。
八
月
十
日
過
ぎ
た

頃
か
ら
テ
レ
ビ
は
「
お
盆
帰
り
風

景
」
を
放
映
し
だ
す
。
北
の
玄
関

口
「
上
野
駅
」
が
大
映
し
さ
れ
、

大
型
の
キ
ャ
リ
ー
ケ
ー
ス
や
リ
ュ

ッ
ク
サ
ッ
ク
を
携
え
た
人
た
ち
が

列
車
に
急
ぐ
姿
が
あ
る
。

こ
う
し
た
人
び
と
の
姿
を
目
に

し
て
い
る
と
き
、
ど
う
い
う
訳
か

分
か
ら
な
い
が
私
の
頭
に
浮
か
ぶ

の
は
「
五
木
の
子
守
唄
」
で
あ
る
。

あ
る
い
は
知
ら
な
い
人
も
お
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
少
し
説

明
し
て
お
こ
う
。
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こ
の
歌
は
熊
本
県
球く

磨ま

郡
五
木

村
に
伝
わ
る
子
守
唄
で
、
熊
本
県

を
代
表
す
る
民
謡
と
し
て
有
名
で

あ
る
。
し
か
も
「
お
盆
」
に
つ
い

て
の
唄
で
あ
る
。

「
子
守
唄
」
と
さ
れ
る
歌
に
は
、

子
ど
も
を
あ
や
し
寝
か
し
つ
け
る

た
め
の
歌
と
、「
守も

り
子
唄
」
と

呼
ば
れ
る
、
子
守
り
を
す
る
少
女

が
、
自
分
自
身
の
不
幸
な
身
分
や

境
遇
を
歌
詞
に
織
り
込
ん
で
子
ど

も
に
唄
っ
て
聴
か
せ
、
み
す
か
ら

を
も
慰
め
る
た
め
の
歌
と
が
あ
る

と
さ
れ
る
。「
五
木
の
子
守
唄
」

は
「
守
り
子
唄
」
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
歌
詞
は
次
の
よ
う
な
も
の
。

一
　
お
ど
ま
盆
ぎ
り
盆
ぎ
り

　
　
盆
か
ら
先さ

き
ゃ
お
ら
ん
と

　
　
盆
が
早は

よ
来く

る
り
ゃ
早は

よ
も

ど
る

﹇
大
意　

自
分
が
こ
こ
に
い
ら
れ

る
の
は
、
お
盆
ま
で
で
、
お
盆
か

ら
先
は
い
な
い
。
お
盆
が
早
く
来

れ
ば
早
く
（
実
家
に
）戻
れ
る
の
に
﹈

二
　
お
ど
ま
勧か

ん

進じ
ん

勧
進
（
※
）

　
　
あ
ん
人
た
ち
ゃ
よ
か
衆

　
　
よ
か
衆
よ
か
帯
よ
か
着き

物も
ん

﹇
大
意　

私
は
小
作
人
で
物
乞
い

の
よ
う
な
者
だ
。
そ
れ
に
く
ら
べ

て
あ
の
人
た
ち
は
お
金
持
ち
で
あ

り
、
良
い
帯
を
締
め
て
立
派
な
着

物
を
着
て
い
る
﹈

※
こ
こ
で
は
五
木
村
の
地
主
層「
三
十

三
人
衆
」
に
た
い
す
る「
小
作
人
」、

ひ
い
て
は「
物
乞
い
の
よ
う
な
身
分
の

者
」を
意
味
す
る
語

三
　
お
ど
ん
が
打う

っ
死ち

ん
だ
ち
ゅ

う
て

　
　
誰だ

い

が
泣
い
て
く
り
ょ
か

　
　
う
ら
の
松
山
蝉
が
鳴
く

﹇
大
意　

自
分
が
死
ん
だ
か
ら
と

い
っ
て
誰
が
泣
い
て
く
れ
る
だ
ろ

う
か
。
裏
の
松
山
の
蝉
が
鳴
く
だ

け
だ
ろ
う
﹈

右
に
記
し
た
よ
う
に
「
五
木
の

子
守
唄
」
は
地
主
に
た
い
す
る
小

作
人
、
し
か
も
出
稼
ぎ
の
人
の
唄

で
あ
る
。

実
際
、
一
九
五
二
年
に
「
農
地

法
」
が
制
定
さ
れ
て
、
耕
作
者
が

そ
の
農
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
最

も
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
立
場
か

ら
、
耕
作
者
の
農
地
取
得
の
促
進

と
そ
の
権
利
の
保
護
、
土
地
利
用

の
調
整
を
図
る
た
め
に
制
定
さ
れ

た
農
地
に
関
す
る
基
本
法
（
農
地

法
）
が
出
現
す
る
ま
で
は
、
小
作

人
の
立
場
は
悲
惨
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。
私
は
地
主
が
小
作
人
を
大

声
で
怒
鳴
り
つ
け
る
の
を
目
に
し

た
こ
と
が
あ
る
。

籾も
み

俵だ
わ
ら

に
入
れ
た
籾
の
量
が
十

分
で
な
い
と
言
っ
て
、
地
主
が
激

怒
し
大
声
を
挙あ

げ
た
の
で
あ
る
。

小
作
人
は
仲
間
た
ち
の
面
前
で
手

を
つ
い
て
ひ
た
す
ら
謝
る
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
大
人
の
世
界
の
非
情
な
一

面
を
観
た
思
い
が
し
た
。

「
お
盆
」と 

忘
れ
え
ぬ
こ
と
ど
も

お
盆
と
お
正
月
は
日
本
人
に
と

っ
て
二
大
年
中
行
事
で
あ
る
が
、

前
者
は
仏
教
が
、
後
者
は
神
道
が

主
に
受
け
持
っ
て
き
た
。
私
の
祖

父
（
母
方
）
は
七
十
二
歳
で
遷
化
し

た
が
、
旧
暦
盆
（
八
月
）
を
営
ん
で

お
り
、
六
月
頃
に
な
る
と
し
き
り

に
「
今
年
も
盆
が
く
る
。
忙
し
く

な
る
」
と
檀
信
徒
に
話
す
の
が
常

だ
っ
た
。
元
気
な
人
で
、
檀
信
徒

の
間
で
は
「
大
声
の
和
尚
さ
ん
」

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
檀
信
徒

の
な
か
に
地
主
の
Ｕ
さ
ん
と
い
う

大
声
で
話
す
人
が
あ
り
、
よ
く
お

寺
に
来
て
祖
父
と
長
話
を
す
る
の

が
常
だ
っ
た
。
二
人
が
熱
心
に
話

し
だ
す
と
、
ま
る
で
大
喧
嘩
が
始

ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
特
に

時
局
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
が
合

わ
な
い
と
、
ま
さ
に
喧
嘩
腰
で
あ

っ
た
。
互
い
に
大
声
を
だ
し
合
う

の
で
近
く
の
農
家
の
人
た
ち
は

「
今
日
は
お
寺
に
Ｕ
さ
ん
が
き
て

い
る
」
と
噂
し
合
う
ほ
ど
で
あ
っ

た
。お

盆
が
近
づ
く
と
Ｕ
さ
ん
は
、

自
分
の
家
の
墓
の
手
入
れ
や
草
取

り
な
ど
で
よ
く
寺
に
き
た
。
檀
信

徒
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お

り
、
お
盆
が
近
づ
く
と
、
ま
た
お

寺
か
ら
大
声
が
聞
え
る
ぞ
と
噂
し

合
う
の
だ
っ
た
。

あ
る
お
盆
に
Ｕ
さ
ん
は
酒
に
酔

っ
て
寺
を
訪
ね
、
ひ
と
し
き
り
大

声
を
挙
げ
た
の
ち
、
ふ
ら
つ
き
な

が
ら
家
に
帰
る
途
中
、
農
家
の
人

た
ち
が
肥
料
用
に
糞
尿
を
た
め
て

お
く
「
溜た

め
」
に
落
っ
こ
ち
て
全

身
糞
尿
に
ま
み
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

人
び
と
は
「
バ
チ
が
当
た
っ

た
！
」
と
噂
し
合
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
を
機
に
Ｕ
さ
ん
は
断
酒
し
た

と
い
う
。

私
が
お
寺
に
住
ん
で
い
た
頃
、

い
つ
も
お
盆
に
な
る
と
思
い
だ
す

人
が
い
た
。
Ｔ
さ
ん
と
い
う
五
十

歳
く
ら
い
の
男
性
で
、
地
主
で
も

な
く
小
作
人
で
も
な
い
、
言
わ
ば

風
来
坊
で
あ
っ
た
が
、
よ
く
お
寺

に
来
て
檀
家
へ
の
お
符
配
り
や
薪ま

き

割
り
な
ど
雑
用
を
こ
な
し
て
く
れ

て
い
た
。

私
は
幼
少
の
頃
、
よ
く
健
康
を

害
し
た
が
、
そ
の
際
私
を
お
ん
ぶ

し
て
掛か

か

り
付つ

け
の
医
師
の
と
こ
ろ

ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
の
は

Ｔ
さ
ん
で
あ
っ
た
。
Ｔ
さ
ん
は
周

囲
か
ら
Ｔ「
あ
ん
こ
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
が
、「
あ
ん
こ
」
は
「
お
じ

さ
ん
」
ほ
ど
の
意
味
で
、
中
年
男

性
へ
の
親
称
で
あ
っ
た
。
Ｔ
あ
ん

こ
に
は
女
の
子
が
二
人
い
た
。
彼

は
妻
と
二
人
の
娘
を
養
う
た
め
に
、

夏
に
な
る
と
樺
太
に
出
か
け
鮭さ

け

を

獲と

っ
た
。
樺
太
か
ら
帰
る
と
、
彼

は
必
ず
大
ぶ
り
の
塩
鮭
一
尾
を
寺

に
持
参
し
、「
お
蔭
さ
ま
で
無
事

帰
り
ま
し
た
」
と
挨
拶
し
た
。

そ
の
彼
の
死
は
悲
劇
的
で
あ
っ

た
。
彼
は
秋
に
な
っ
て
柿
の
実
が

熟
し
た
頃
、
娘
た
ち
に
柿
を
食
べ

た
い
と
言
わ
れ
、
他よ

人そ

の
柿
の
木

に
よ
じ
上
っ
て
柿
の
実
を
二
つ
盗

っ
た
。
そ
こ
を
他
人
に
見
つ
か
り

「
泥
棒
！
」
と
叫
ば
れ
た
。
彼
は

み
ず
か
ら
の
首
を
吊
っ
て
果
て
た
。

そ
れ
を
耳
に
し
た
私
は
激
し
い
シ

ョ
ッ
ク
で
し
ば
ら
く
の
間
眠
れ
な

か
っ
た
。

小
学
校
へ
の
往
き
還
り
に
、
私

は
Ｔ
あ
ん
こ
の
小
さ
な
墓
に
合
掌

し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

毎
年
お
盆
が
く
る
と
、
私
は
幼

い
頃
過
ご
し
た
お
寺
で
の
生
活
を

あ
れ
こ
れ
と
想
い
だ
す
。

既
述
の
よ
う
に
、
お
盆
は
旧
暦

八
月
の
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で

で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

こ
の
四
日
間
の
お
寺
の
食た

べ

物も
の

は

普
段
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
当
然

精
進
料
理
で
あ
っ
た
が
、
汁
が
忘

れ
ら
れ
な
い
。
中
に
入
っ
て
い
た

具
が
、
滑な

め

子こ

、
椎
茸
、
豆
腐
、
蒟こ

ん

蒻に
ゃ
く

、
油
揚
げ
、
茗み

ょ
う

荷が

、
筍た

け
の
こ

な
ど

で
あ
り
、
醤
油
で
味
付
け
し
、
片

栗
粉
を
溶
か
し
入
れ
て
と
ろ
み
を

付
け
て
い
た
。「
茗
荷
汁
」
と
呼

ん
で
い
た
と
思
う
が
、
あ
の
味
は

私
の
舌
を
今
も
離
れ
な
い
。
茗
荷

を
探
し
て
採
っ
て
く
る
の
が
私
の

役
目
で
あ
っ
た
。

お
盆
に
は
お
寺
の
者
も
当
然
お

墓
参
り
に
行
っ
た
が
、
歴
代
の
住

職
の
墓
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
て

地
味
な
の
に
驚
い
た
も
の
で
あ
る
。

祖
父
は
二
十
九
世
で
あ
っ
た
か
ら
、

開
山
大
和
尚
の
墓
を
中
心
に
し
て
、

左
右
に
二
十
八
基
の

墓
が
並
ん
で
い
た
こ

と
に
な
る
。

歴
代
諸
大
和
尚
各

位
へ
の
供
物
は
、
洗

い
米
に
線
香
を
細
か

く
し
て
混
ぜ
た
物
で
、

そ
れ
を
里
芋
の
葉
の

上
に
載
せ
て
供
え
、

『
舎
利
礼
文
』
を
読

誦
し
た
。
旧
暦
八
月

十
三
日
の
夕
刻
で
あ

っ
た
。

檀
信
徒
の
墓
参
り

は
十
三
〜
十
六
日
の

四
日
間
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
う
。

墓
参
り
は
、
平
常

は
世
事
に
多
忙
で
思
い
も
し
な
い

人
生
の
深
い
意
味
に
触
れ
る
時
と

思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
死
」
と

は
何
か
、「
先
祖
」
と
は
何
か
、

そ
し
て
「
自
分
」
と
は
何
か
と
い

う
永
遠
の
課
題
に
出
遭
わ
ざ
る
を

え
な
い
機
会
で
も
あ
る
。

人
は
誰
し
も
「
病
気
」
を
避さ

け

「
死
」
を
忌い

む
。
し
か
し
仏
教
を

開
い
た
釈
尊
で
さ
え
、
病
い
に
な

り
八
十
年
の
「
仏
生
」
を
終
え
ら

れ
た
。
そ
の
釈
尊
は
「
生
死
」
に

つ
い
て
「
人
間
と
は
結
局
何
か
」

と
い
う
課
題
に
た
い
し
て
究
極
の

答
え
を
示
し
て
く
れ
た
。

お
盆
の
お
墓
参
り
や
お
寺
詣
で

は
こ
の
答
え
に
触
れ
う
る
、
ま
た

と
な
い
機
会
で
あ
る
。
私
た
ち
は

よ
く
「
命
あ
っ
て
の
物も

の

種だ
ね

だ
」
と

言
う
。「
物
種
」
と
は
「
物
事
の
元

と
な
る
も
の
」
で
あ
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
お
盆
と
は
、

故
郷
と
つ
な
が
り
、
自
分
と
は
、

家
族
と
は
、
そ
し
て
人
生
と
は

「
何
か
」
を
考
え
て
み
る
ま
た
と

な
い
機
会
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

前
回
か
ら
「
廣
大
圓
滿
無
礙
大

悲
心
陀
羅
尼
」
の
解
説
を
始
め
ま

し
た
。
し
か
し
、
本
経
全
体
が
音

訳
で
真
言
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
今
回
か
ら
は
そ
の
中
で

怛
姪
他
（tad yath ā

）「
す
な
わ
ち

以
下
の
如
し
」
と
し
て
、
実
際
の

真
言
が
始
ま
り
ま
す
。
多
く
の
千

手
観
音
の
異
名
が
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
青
頸
観
音

で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
シ
ヴ

ァ
神
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

（
宗
教
的
習
合
）
の
実
際
が
う
か
が

わ
れ
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。

曹 洞 宗 で 唱 え ら れ る ダ ラ ニ 経 典
大 悲 心 陀 羅 尼

第
四
回

　 東 洋 大 学 文 学 部 教 授   

渡 辺 章 悟
『大悲心陀羅尼』の真言

和訳 語句の註解

怛
と ー

姪
じ ー

他
と ー

すなわち、次の如し。
“オーン、観察する者よ、

「とーじーとー」はタッドヤター（tadyathā すなわち、次の如し）で、以下に陀羅尼や真言が述べられる。

唵
え ん 「えん」は、以下に述べられる真言の冒頭に付される聖語オーン（oḿ）。ほとんどの大蔵経のテクス

トではこの聖語を含むが、敦煌写本、春日版、高麗蔵系などでは含まれていない。

 阿
お ー

婆
ぼ ー

盧
りょー

醯
き ー

「おーぼーりょーきー」（阿婆盧醯）は、アヴァローケー（avaloke）。動詞アヴァローク（ava√ lok 見
る、観察する）から作られた名詞、アヴァローカ（avaloka）の呼格である。「〔慈悲を持って〕観察
する者よ」という意味で、観音菩薩のこと。ただし、金剛智訳 (N.1061)の悉曇やチベット語訳のよ
うに、アーローケー（āloke）とする資料もある。これも動詞「アーローク」（ā√ lok）から作られた名
詞アーローカ（āloka光明、観察者）の呼格である。

盧
る ー

迦
ぎゃー

帝
ち ー

迦
きゃー

羅
ら ー

帝
ち ー

世間を超えた者よ、おお、ハリよ、 「るーぎゃーちーきゃーらーちー」で、「世間を超えたものよ」という意味。ロカテイ（盧迦帝 lokate）、
キャラテイ（迦羅帝krānte）の二語に切っているが、正しくは、ローカーティクラーンテー
（lokātikrānte）で、ローカ（世間）をアティクラーンタ（超越したもの）という複合語の呼格。金剛智
訳でも同様に、「迦引底訖㘓二合諦」と読む。ただし、不空訳『青頸経』の悉曇では前の句と結
合してアヴァローカローカテー（avalokalokate世間を観察する者よ）、クラーンテー（krānte超越者よ）
とするが、音訳では「阿波盧醯 盧迦帝　迦羅帝」とあり、伽梵達摩訳と同一。

夷
い ー

醯
き

唎
り

「いーきり」は、ヘー・ハレー（夷醯唎he hare）。へー（he）は「オー」とか「アー」とか言う間投詞、
ハレー（hare）は、ヴィシュヌ神やシヴァ神やインドラ神の異名ハリ（hari）の呼格。ここではシヴァ神
と同化した青頸観音を指すとみなし、「おー、ハリよ」と訳しておく。不空訳（No.1111『青頸経』）
や金剛地智訳（No.1112）では、ヘー・ヘー・ハレー（呬呬賀㘑 ,呬呬呵梨 he he hare）とする。
なお、宗門の慣例では以下の摩訶と続けて「いーきりもーこー」と切って読むが間違い。

摩
も ー

訶
こ ー

菩
ふ

提
じ

薩
さ ー

埵
と 偉大なる菩薩よ、

菩薩よ、菩薩よ、
 私の心真言を憶念せよ、憶念せよ、

「もーこーふじさーとー」（摩訶菩提薩埵）はマハーボディサットヴァ（mahābodhisattva偉大なる修行
者）の音訳で、偉大なる（mahā摩訶）・修行者（bodhisattva菩提薩埵＝菩薩）の呼格。

薩
さ ー

婆
ぼ ー

薩
さ ー

婆
ぼ ー

「さーぼー」は「すべての」を意味するサルヴァ（sarva薩婆）を繰り返したものである。不空訳
（No.113B）の悉曇でもそのように書かれている。なお不空訳（同 , No.1064）では香積菩薩が五万
の鬼兵を従者として引き連れてくることと注釈する。ただし、チベット語訳（北京版No.368）ではボ
ーディサットヴァ（菩薩よ）と繰り返す。この場合には薩婆は菩提薩埵の省略形か。ここではその意
味で「菩薩よ、菩薩よ」としておく。なお、ここから二語の繰り返しの形式が始まる。

摩
も ー

羅
ら ー

摩
も ー

羅
ら ー

「もーらー」（摩羅）は、死や障害を意味するマラ（mara）あるいはマーラ（māra）の呼格で、「悪魔よ、
悪魔よ」との意味か。また、不空訳（No.113B）の悉曇ではマラ マラ（mala mala）「穢れよ、穢れ
よ」とする。ただし、動詞スムリ√ smṛ（記憶する、憶念する）の命令形で、〔私の真言を〕「記憶
せよ、記憶せよ」（スマラ　スマラsmara smara）と解釈することもできる。今はこの解釈に従っておく。
この場合には、次のフリダヤ（hṛdaya心真言）を目的語とする。

摩
も ー

［醯
き ー

］摩
も ー

醯
き ー

唎
り ー

馱
と ー

孕
い ん

「もーきーもーきー」（摩醯摩醯）の最初の「きー」「醯」はとるべきか。春日版、敦煌写本、高麗
蔵系、不空訳（No.113B）では「摩摩　醯唎馱孕」とする。これらによれば、ママ フリダヤン
（mama hṛdayam摩摩　醯唎馱孕）で、「私の心真言を」の意味となる。

倶
く

盧
りょー

倶
く

盧
りょー

羯
け ー も ー 行為をなしたまえ、なしたまえ。

保持せよ、保持せよ、ドㇷル、ドㇷル、
勝利者よ。

倶盧倶盧羯Kuru kuru karmaṃ（行為を為せ、為せ）。『敦煌宝蔵』（No.7461, 7462）では、「倶
倶盧羯」とする。「けーもー」（羯）はカルマン（karman行為）の目的格。

度
と ー

盧
りょー

度
と ー

盧
りょー 「とーりょ」（度盧）は不空訳（No.113B）の悉曇ではドㇷル（dhulu）であり、擬音語であろう。「とー

りょー・とーりょー」（dhulu dhulu）は「無意味語の反復」とする解釈もある。

罰
ほ

闍
じ ゃ

耶
や

帝
ち い

「ほじゃやちい」（罰闍耶帝）は、「勝利する・征服する」を意味する動詞ヴィジィ（vi-√ ji）の形容詞、
あるいは名詞ヴィジャヤンタ（vijayanta）「勝利を得た、戦勝者」の呼格ヴィジャヤンテー（vijayante
勝利者よ）であろう。ただし、不空訳『青頸経』（No.1111）にはこの語を欠く。

『千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經』

「唐西天竺沙門伽梵達摩譯」
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寺
離
れ・仏
教
離
れ
。 

僧
侶
が
で
き
る
こ
と
を 

問
う

　

今
や
多
く
の
方
に
と
っ
て
、
お

寺
や
僧
侶
と
接
す
る
機
会
は
大
変

限
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
数
年
に
一
度
、
親
戚
の

お
葬
式
や
法
事
で
読
経
や
短
い
講

話
を
聞
い
た
と
か
…
。
仏
教
と
交

流
す
る
機
会
が
そ
の
程
度
し
か
な

い
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
私
た
ち
僧
侶
が
ゆ
っ
く
り
と

外
の
世
界
を
見
渡
せ
ば
、
実
に

様
々
な
社
会
問
題
が
蔓
延
し
、
そ

の
全
て
の
背
景
に
は
、
幅
広
い
年

代
に
お
け
る
「
孤
立
」
を
抱
え
た

人
々
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
す
。

生
活
様
式
や
時
代
が
変
化
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
独
居
・
貧

困
・
虐
待
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て

し
ま
っ
た
人
は
、
ど
こ
に
行
け
ば

安
心
し
て
生
き
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
ん
な
人
々
に
ホ
ッ
と
で

き
る
場
所
を
提
供
で
き
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
ま
ず
寺
院
で
あ
る
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
社
会
が

疲
弊
し
、
人
間
が
苦
悩
を
抱
え
て

い
る
時
代
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

か
ら
目
を
逸
ら
さ
な
い
で
い
る
こ

と
は
宗
教
家
の
務
め
だ
と
思
う
か

ら
で
す
。

　

私
が
お
あ
ず
か
り
し
て
い
る
長

寿
院
で
し
て
い
る
こ
と
を
例
に
あ

げ
る
と
、
ま
ず
は
「
門
を
開
け
る

こ
と
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何

も
難
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
は
長
い
間
、
自
殺
志
願
者

に
生
き
る
意
味
を
感
じ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
ま
し
た
。

長
寿
院
に
は
、
非
常
に
重
た
く
深

刻
な
問
題
を
心
に
持
ち
続
け
て
い

る
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

電
話
番
号
も
解
放
し
て
い
ま
す
か

ら
、
毎
日
電
話
が
き
ま
す
。
今
に

も
自
殺
を
実
行
し
そ
う
な
と
き
、

最
後
の
勇
気
と
希
望
を
ふ
り
絞
っ

て
電
話
を
く
れ
る
人
が
い
る
。
今

の
若
い
人
は
自
殺
と
言
わ
ず
に

「
消
え
た
い
」
と
い
う
表
現
を
す

る
人
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
消
え

て
し
ま
い
た
い
と
願
い
な
が
ら
精

一
杯
の
気
持
ち
で
電
話
を
く
れ
た

こ
と
を
讃
え
て
、「
待
っ
て
い
る

か
ら
今
か
ら
こ
こ
に
お
い
で
な
さ

い
」
と
言
え
る
場
所
な
ん
て
お
寺

く
ら
い
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
全
て
が
産
業
化

し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

都
市
型
生
活
が
ほ
と
ん
ど
に
な
り
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
事
実
上
の

崩
壊
を
し
、
孤
立
が
蔓
延
し
た
。

残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
は
わ
た
し
た

ち
が
引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
も
あ

る
の
で
、
何
も
し
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
子
ど
も
た
ち
に
希
望

を
も
っ
て
生
き
て
も
ら
う
た
め
に

は
、
希
望
と
共
に
日
々
生
き
き
る

姿
を
見
せ
ら
れ
る
大
人
が
増
え
な

く
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
。

お
寺
と
企
業
の 

新
た
な
可
能
性

　

専
門
家
の
統
計
に
も
出
て
い
る

こ
と
で
す
が
、
心
を
病
ん
で
し
ま

っ
た
人
が
自
死
を
考
え
る
の
は
、

ま
ず
曇
り
空
の
日
で
す
。
時
間
帯

は
夕
方
五
時
か
ら
七
時
頃
。
少
し

飛
ん
で
夜
九
時
過
ぎ
。
次
は
夜
中

で
す
。
例
え
ば
深
夜
二
時
頃
で
す

と
、
も
う
今
に
も
実
行
し
て
し
ま

い
そ
う
な
人
か
ら
電
話
を
も
ら
う

こ
と
が
あ
る
。
少
し
で
も
話
せ
る

よ
う
な
ら
気
が
済
む
ま
で
お
話
を

聞
き
ま
す
。
そ
の
う
ち
落
ち
着
い

て
く
る
と
、
今
か
ら
行
っ
て
も
い

い
で
す
か
、
と
言
っ
て
く
れ
る
。

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
電
話
を
代

わ
り
、
場
所
を
説
明
し
て
、
長
寿

院
に
到
着
す
る
の
は
明
け
方
四
時

頃
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

う
か
と
思
え
ば
突
然
お
寺
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
方
も
い
ま
す
。
ど
う
い

う
流
れ
で
あ
っ
て
も
、
来
て
く
だ

さ
っ
た
方
に
は
お
茶
を
出
し
、
や

は
り
気
が
済
む
ま
で
お
話
を
聞
き

ま
す
。
中
に
は
し
ば
ら
く
何
も
お

話
に
な
ら
な
い
方
も
い
ま
す
し
、

そ
の
場
合
は
た
だ
体
を
休
め
る
こ

と
を
勧
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

話
し
た
く
な
っ
た
ら
、
お
話
を
う

か
が
い
ま
す
。

　

生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
人

は
、
実
に
様
々
な
問
題
を
一
人
で

抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
ん

で
す
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
め
い
っ

ぱ
い
溜
め
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
問

題
が
こ
ん
が
ら
が
っ
て
複
雑
化
し

て
、
と
て
も
重
た
い
も
の
に
な
っ

て
の
し
か
か
る
。
そ
ん
な
も
の
を

背
負
っ
て
生
き
る
の
は
、
誰
に
と

っ
て
も
辛
い
こ
と
で
す
よ
。
僧
侶

と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
生
き
る
工
夫

を
お
伝
え
し
た
い
の
で
す
が
、
そ

こ
ま
で
生
き
づ
ら
そ
う
な
人
は
ま

ず
、
縁
側
に
座
っ
て
ホ
ッ
と
し
て

も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
自
然

の
雄
大
さ
を
再
確
認
し
て
も
ら
っ

て
、
温
か
い
お
茶
に
心
を
緩
め
て

ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
抱
え
て
い
る
も
の
を
、
一
旦
出

し
て
苦
悩
の
中
味
を
整
理
す
る
こ

と
を
手
伝
う
の
で
す
。
一
つ
ひ
と

つ
取
り
出
し
て
み
る
と
、
こ
ん
な

も
の
捨
て
ち
ゃ
い
な
さ
い
よ
、
と

言
え
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
心
理
状
況
が
ど
ん
な
状
態
か

は
丁
寧
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
の
で
、
急
い
で
は
な
り
ま
せ

ん
が
、
中
に
は
、
問
題
を
手
放
せ

る
こ
と
す
ら
考
え
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
人
も
い
ま
す
。
も
し
く
は
、

誰
か
に
対
す
る
恨
み
辛
み
を
抱
え

て
い
た
り
、
何
か
を
成
し
遂
げ
な

く
て
は
と
い
う
重
責
に
潰
れ
そ
う

に
な
っ
た
り
し
て
い
る
人
も
…
。

無
意
識
の
中
で
は
「
手
放
し
て
も

大
丈
夫
」
と
誰
か
の
言
葉
で
軽
く

な
る
と
き
が
あ
る
。
私
に
で
き
る

の
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
で
す
が
、
寺
で
一
〜

二
泊
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
が
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
と
も
思
っ
て
い

ま
す
。
時
間
を
気
に
せ
ず
、
こ
の

大
自
然
の
な
か
で
心
底
ゆ
っ
た
り

し
て
も
ら
え
た
ら
良
い
し
、
ま
た

い
つ
で
も
来
れ
る
場
所
が
あ
る
と

体
で
実
感
し
て
も
ら
い
た
い
ん
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
都
心
の
企
業
や

団
体
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
結

び
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
近
年
、

従
業
員
の
人
間
関
係
や
、
精
神
的

な
ケ
ア
を
す
る
た
め
に
福
祉
課
を

新
設
し
た
り
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を

常
駐
し
た
り
と
い
っ
た
企
業
が
増

え
て
き
ま
し
た
。
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
（
瞑
想
）
な
ど
が
盛
ん
に
な
る

一
方
で
、
そ
れ
で
も
、
従
業
員
の

中
に
は
ど
う
に
も
苦
し
く
な
っ
て

し
ま
う
人
も
い
ま
す
。
急
に
仕
事

に
来
れ
な
く
な
り
、
そ
の
後
続
け

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、

企
業
側
も
人
材
の
損
失
で
す
。
そ

こ
で
、
私
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
企

業
と
契
約
を
す
れ
ば
、
従
業
員
さ

ん
が
交
代
で
お
寺
で
過
ご
す
時
間

を
提
供
で
き
ま
す
。
運
営
費
用
は

企
業
に
負
担
し
て
も
ら
い
、
こ
こ

で
ど
う
過
ご
し
た
い
か
は
自
由
で

す
。
別
に
読
経
や
手
伝
い
を
せ
ず

に
、
山
の
景
色
を
見
て
休
ん
で
も

ら
っ
て
も
い
い
し
、
お
経
を
読
み

た
い
な
ら
私
と
共
に
や
れ
ば
よ
い
。

目
的
は
、
都
市
型
社
会
で
疲
れ
た

心
と
体
の
疲
れ
を
取
る
こ
と
で
す
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
個
人
が
自
ら
の

仕
事
で
自
己
鍛
錬
す
る
こ
と
が
、

我
々
僧
侶
で
い
う
と
こ
ろ
の
修
行

に
あ
た
る
わ
け
で
す
か
ら
、
再
び

会
社
に
戻
っ
て
い
い
仕
事
を
し
よ

う
、
と
い
う
精
神
状
態
を
保
て
る

よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

取
り
返
し
が
つ
か
な
い
ほ
ど
大
き

く
病
ん
で
し
ま
う
の
を
未
然
に
防

ぐ
協
力
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

命
の
対
話
、 

重
ね
て
ま
す
か
？

　

ま
た
お
盆
の
時
期
に
な
る
と
、

多
く
の
人
が
先
祖
供
養
に
お
墓
を

訪
れ
ま
す
ね
。
私
た
ち
僧
侶
は
、

お
盆
は
命
の
つ
な
が
り
に
感
謝
す

る
日
で
あ
り
、
先
祖
へ
の
感
謝
は
、

同
時
に
今
あ
る
自
分
の
命
に
感
謝

す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
伝
え
る
役

目
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
盆
は
、

命
の
話
を
す
る
い
い
機
会
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
か
つ
て
お
世
話
に
な

っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
父
さ
ん
に

「
日
本
に
は
お
盆
や
お
仏
壇
の
文

篠
原
鋭
一
老
師

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

長
寿
院 

住
職

聞
き
手
　
柳
澤 

円

和訳 語句の註解

摩
も

訶
こ

罰
ほ

闍
じ ゃ

耶
や

帝
ち い

偉大な勝利者よ、保持せよ、保持
せよ。大地の主（観自在菩薩）よ。

「もこ」（mahā摩訶）・「ほじゃやちい」（vijayante罰闍耶帝）で、マハーヴィジャヤンテー
（mahāvijayante）「偉大な勝利者よ」という呼格。不空訳『青頸経』（No.1111）では「摩訶引尾
演底」とする。

陀
と ー

羅
ら ー

陀
と ー

羅
ら ー

「とーらーとーらー」は、動詞√dhṛ（保つ）の命令形（dhara dhara）「保持せよ、保持せよ」であろう。

地
ち

利
り

尼
に ー

室
し

佛
ふ

囉
ら ー

耶
や

「ちりにー」は、大地の神（ダーリニーdhāriṇī）。「しふら」は、主・自在神（イーシュヴァラīśvara）。
その複合語の呼格が、ダーリニーシュヴァラ・ラージャ（dhāriṇīśvara-raja）「大地の主よ」で、シヴ
ァ神、すなわち観自在菩薩を意味する。

遮
しゃー

羅
ろ ー

遮
しゃー

羅
ろ ー 発動せよ、発動せよ、穢れを離れた

ものよ。穢れなきものよ。
〔穢れなき〕身体を持つものよ。

「しゃーろー」は「動く、行く」を意味する動詞√calの命令形チャラ（cala）で、チャラ・チャラ（cala 
cala）は「発動せよ、発動せよ」となる。

摩
も ー

摩
も ー

罰
は ー

摩
も ー

囉
ら ー

「もーもー」（摩摩）はママ（mama私の）、「はーもーらー」（罰摩〔摩〕囉）はヴィマラ（vimala）で、
「私の穢れを離れたものよ」となる。なお、不空訳（No.1111）では「尾麼攞引麼攞」（vimalāmala）、
つまり「穢れを離れたものよ、穢れなきものよ」（vimala amala）という呼格とする。ここではこの読み
をとる。

穆
ほ ー

帝
ち い り ー

「ほーちりー」（穆帝囇）は不空訳（No.1113B）の悉曇ではムールッテー（mūrtte）であり、同
（No.1111）でも「沒㗚二合帝」とする。これらにより、伽梵達摩訳「穆帝囇」を「穆囇帝」
（mūrtte）の誤写とみなす。これはムールッタ（mūrtta）の呼格で「形（身体）を持つものよ」と訳す。

伊
い ー

醯
き い

移
い ー

醯
き い 来たれ、来たれ、黒きものよ、黒き

ものよ。
「いーきい」（伊醯）は、「行く」を意味する動詞√ iに接頭辞アー（ā）がついて、来るの意味で、そ
の命令形がエーヒ（ehi）。繰り返して「来たれ、来たれ」（ehy ehi）となる。不空訳（No.1064）では
「伊醯伊醯」。

室
し ー

那
の ー

室
し ー

那
の ー 「しーの」は、不空訳（No.1113B）の悉曇ではチンダ（cinda）であるが、他の文献はシナ（śi na）

とする。この二つの語は併記される。ここではシナをクリシュナ（kṛṣṇa黒）の訛語とする。

阿
お

囉
ら

嘇
さ ん

佛
ふ

囉
ら

舍
しゃー

利
り ー

黒い蛇を聖なる紐とするもの（青頸
観音）よ。

「おらさんふらしゃーりー」は、不空訳（No.1113B）の悉曇では、アルシャム プラチャリ（arṣaṃ 
pracali）とあるが、このままでは意味不明。「阿囉嘇」が rā[gavi]ṣaṃ（貪欲の毒害を）の誤写で、
「佛囉舍利」が「佛囉舍耶」pra[nā]śaya（滅除したまえ）だったのかもしれない。ただし、不空の注
釈（No.1111）では「黒い蛇」を聖紐として着けている（黒蛇作縄線）と説明している。つまり、「黒
い（kṛṣṇa）・ 蛇（sarpa）を聖なる紐として身に着けた（upavīta）」という意味で、青頸（nīlakaṇṭha）
を指す。ここではその意味で取っておく。悉曇の形から、「阿囉嘇」arṣaはsarpa（蛇）の誤写。「佛
囉舍利」はウパヴィータ（upavīta）に対応する。

罰
は ー

沙
ざ ー

罰
は ー

嘇
ざ ー 毒害を滅除したまえ。〔貪欲の毒を

滅除したまえ、瞋恚の毒を滅除したま
え、愚痴の網の毒を滅除したまえ。〕

「はーざーはーざー」は、不空訳（No.113B）の悉曇では（viśa-viśaṃ毒害を）となる。

佛
ふ

羅
ら

舍
しゃー

耶
や ー

「ふらしゃーやー」は、動詞pra√ṇaś（滅ぼす、消失する）の使役活用の命令形プラナーシャヤ
（praṇāśaya）で「滅除したまえ」。慈雲尊者修正テクストと韓国の悉曇テクストでは、三毒の毒を取
り除けとしている。

呼
く ー

嚧
りょー

呼
く ー

嚧
りょー

摩
も ー

囉
ら ー

障害を取り去りたまえ。取り去りたま
え。

「くーりょ」（呼嚧）は、「取り去る」「運び去る」を意味する動詞√hṛの命令形フル（huru）であろう。
「もーらー」（摩囉）は、「マーラ」（障害māra）。ここではその目的格（māram）とみなし、「障害を取
り去りたまえ、取り去りたまえ」と読んでおく。なお、不空訳（No.113B）の悉曇ではマラ（mara死）
とする。この場合はその呼格として、「死よ」となる。

呼
く ー

嚧
りょー

呼
く ー

嚧
りょー

醯
き ー

利
り ー 取り去りたまえ。取り去りたまえ。ハ

リよ。

「きーりー」（醯唎）は、シヴァ神（＝観自在菩薩）を意味するハリ（hari）の呼格でハレー（hare）。
したがって、「取り去りたまえ、取り去りたまえ、ハリよ」となる。なお、春日版、敦煌写本系、高
麗蔵系、不空訳では「呼嚧醯利（唎）」、フル フリーヒ（huru hrīḥ）とする。

娑
しゃー

囉
ろ ー

娑
しゃー

囉
ろ ー 流れ出たまえ、流れ出たまえ。（サラ、

サラ）
スィリ、スィリ、
スル、スル、

「しゃーろー」は、「流れ出る、漏れる」を意味する動詞√ sṛの命令形サラ（sara）。「流れ出たまえ、
流れ出たまえ」。

悉
し ー

利
り ー

悉
し ー

利
り ー

「しーりー」は、スィリ（siri）で、無意味語の反復。あるいは擬音語

蘇
す ー

嚧
りょー

蘇
す ー

嚧
りょー

「すーりょ」は、スル（suru）で、これも無意味語の反復。あるいは擬音語

菩
ふ

提
じ

夜
や ー

菩
ふ

提
じ

夜
や ー

正覚したまえ、正覚したまえ。
「ふじやー」（菩提夜）は、「目覚める」を意味する動詞「ブドㇷ√budh」の命令形ブディヤ（budhya）、
あるいは不空訳（No.1113B）の悉曇により、その訛語形ボーディヤ（bodhiya）で「目覚めよ、目覚
めよ」。

菩
ふ

馱
ど

夜
や ー

菩
ふ

馱
ど

夜
や ー

正覚させたまえ、正覚させたまえ。 「ふどやー」（菩馱夜）は、「目覚める」を意味する動詞「ブドㇷ√budh」の使役活用の命令形ボー
ダヤ（bodhaya）で「目覚めたまえ、目覚めたまえ」（bodhaya bodhaya）。

彌
み ー

帝
ち

利
り

夜
や ー

慈悲深き青頸（観自在菩薩）よ。 「慈悲深い」を意味する形容詞マイトレーヤ（maitreya）、あるいは不空訳（No.1113B）の悉曇により、
その訛語形マイトリヤ（maitriya）の呼格。

那
の

囉
ら

謹
き ん

墀
じ ー 「のらきんじー」は、青頸を意味するニーラカンタ（nīlakaṇṭha）の呼格で、上の語を伴い「慈悲深き

青頸よ！」となる。

地
ち

唎
り

瑟
し ゅ

尼
に

那
の ー

誇り高きものよ、恐るべきものよ、 「ちりしゅにのー」は、「誇り高い」を意味する形容詞「ダルシン（dharṣin）」の呼格で「ダルシニナ
（dharṣinina）」。春日版、敦煌写本系、高麗蔵系、不空訳では「他唎瑟尼那」とする。

波
ほ

夜
や

摩
も

那
の ブㇵヤマーナ（bhayamāna）で「恐るべきものよ」の意味。栂尾の還梵では、プラフラーダヤマーナ

（prahrādayamāna）「歓喜させつつあるものよ」とする。

娑
そ

婆
も

訶
こ ー

スヴァーハー。 「そもこー」は、スヴァーハー（svāhā）で、しばしばマントラの最後に置かれ、「幸いあれ！」とする。
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二
週
間
経
っ
て
も
三
週
間
経
っ
て

も
患
者
数
は
減
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

に
つ
い
て
な
に
か
を
証
明
す
る
デ

ー
タ
も
否
定
す
る
デ
ー
タ
も
な
い

ま
ま
、
非
常
に
横
暴
な
専
門
家
の

論
理
が
通
用
し
て
し
ま
っ
た
の
が

現
実
な
の
で
す
。

ま
た
、
今
年
テ
レ
ビ
に
出
て
い

た
専
門
家
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
、

一
部
を
の
ぞ
き
「
厚
労
省
の
ス
ポ

ー
ク
ス
マ
ン
」「
医
療
政
治
の
ボ

ス
」
と
い
う
よ
う
な
人
ば
か
り
で

し
た
。
本
来
な
ら
ば
専
門
家
と
は
、

医
療
体
制
や
検
査
体
制
の
不
十
分

さ
や
、
検
査
キ
ッ
ト
の
不
足
な
ど
、

国
に
対
し
て
意
見
を
い
う
立
場
で

あ
る
べ
き
な
の
に
、
政
府
に
徹
底

し
た
イ
エ
ス
マ
ン
で
、
国
民
に
対

し
て
脅
し
を
か
け
る
と
い
う
始
末

で
す
。

こ
の
よ
う
な
「
役
所
系
学
者
や

官
僚
」
は
残
念
な
が
ら
ど
の
世
界

に
も
い
ま
す
。
日
本
の
役
所
は
終

身
雇
用
制
で
、
上
を
目
指
せ
ば
目

指
す
ほ
ど
権
力
争
い
が
厳
し
く
な

っ
て
い
く
と
い
う
構
造
の
た
め
、

正
義
感
が
あ
る
官
僚
や
学
者
は
い

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

政
府
に
逆
ら
わ
ず
、
退
職
後
の
順

当
な
天
下
り
先
を
確
保
す
る
官
僚

や
専
門
家
だ
け
が
残
っ
て
い
く
わ

け
で
す
。

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
そ
う
い

う
人
た
ち
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る

こ
と
を
多
く
の
国
民
が
望
ん
だ
と

い
う
の
が
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が

ま
さ
し
く
日
本
社
会
の
脆
弱
性
を

象
徴
し
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。社

会
は
驚
天
動
地
で
も 

起
き
な
い
と 

変
わ
ら
な
い
の
で
は

─
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
、
私

た
ち
は
日
本
社
会
の
非
常
に
厳
し
い

現
実
に
向
き
合
わ
さ
れ
た
わ
け
で
す

が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
は
今
後
変
わ

る
と
先
生
は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

残
念
な
が
ら
、
驚
天
動
地
と
い

う
ほ
ど
の
事
象
が
起
き
な
け
れ
ば
、

社
会
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話

し
し
た
一
四
世
紀
の
ペ
ス
ト
の
と

き
は
か
な
り
大
き
な
社
会
変
容
を

し
ま
し
た
が
、
そ
の
変
化
が
最
終

的
に
仕
上
が
る
ま
で
に
実
に
四
〇

〇
年
以
上
か
か
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
蔓
延
は
、
一
面
で
は
「
社
会
的

感
染
症
」
と
い
う
性
質
を
も
っ
て

い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
階
層

的
に
い
え
ば
経
済
的
に
貧
し
い
人

た
ち
に
感
染
者
が
激
増
し
ま
し
た
。

そ
の
階
層
的
、
い
う
な
れ
ば
「
ア

メ
リ
カ
的
な
固
定
的
社
会
」
が
今

回
の
爆
発
的
な
感
染
を
作
っ
て
い

る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。 

さ

ら
に
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
医
療
制

度
が
脆
弱
で
、
公
的
保
険
制
度
が

完
備
し
て
い
ま
せ
ん
。
民
間
保
険

は
項
目
ご
と
に
入
る
の
で
、
治
療

に
は
薬
代
も
含
め
と
て
も
お
金
が

か
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
で

私
が
泡
を
吹
い
て
倒
れ
た
と
し
て

も
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
ば
救
急
車

を
呼
ば
な
い
で
く
れ
、
と
言
う
冗

談
の
よ
う
な
話
が
実
際
に
あ
る
わ

け
で
す
。
つ
ま
り
今
回
の
ア
メ
リ

カ
で
の
大
流
行
は
、
明
ら
か
に
社

会
構
造
が
生
ん
だ
感
染
症
と
い
う

一
面
が
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
移

民
労
働
者
が
多
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も

同
様
で
、
そ
う
し
た
人
た
ち
が
都

市
部
に
働
き
に
出
る
こ
と
で
感
染

者
が
増
え
ま
し
た
。

一
方
、
日
本
の
場
合
は
今
の
と

こ
ろ
そ
の
境
界
は
は
っ
き
り
し
て

い
ま
せ
ん
。
収
入
や
価
値
観
、
生

活
の
仕
方
と
は
関
係
な
く
い
ろ
い

ろ
な
階
層
の
人
が
混
在
し
て
暮
ら

し
、
そ
れ
が
特
に
反
目
し
合
う
わ

け
で
も
な
く
許
容
し
あ
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
こ
れ
ま
で
わ
た
し
た
ち
が

暮
ら
し
て
き
た
日
本
社
会
の
強
靭

さ
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
し
か

し
い
ま
の
日
本
は
、
四
〇
％
も
の

人
が
非
正
規
雇
用
で
、
六
〇
％
が

安
定
的
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と

い
う
社
会
構
造
に
変
わ
っ
て
き
て

し
ま
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、
旦

那
さ
ん
が
正
規
雇
用
、
奥
さ
ん
が

非
正
規
雇
用
職
員
と
し
て
近
所
の

ス
ー
パ
ー
で
パ
ー
ト
し
、
世
帯
収

入
で
は
中
流
の
レ
ベ
ル
を
キ
ー
プ

で
き
て
い
る
と
い
う
家
庭
も
か
な

り
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
な
る
と

非
正
規
雇
用
の
な
か
で
、
本
当
に

生
存
に
関
わ
る
ほ
ど
の
厳
し
い
現

実
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
全

体
の
二
〇
％
程
度
か
も
し
れ
な
い

わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち

が
い
て
こ
そ
の
社
会
を
、
み
ん
な

が
直
す
の
か
、
ま
た
企
業
が
そ
れ

を
根
本
的
に
変
え
る
の
か
と
い
う

問
題
に
直
面
す
る
わ
け
で
す
。
現

在
企
業
は
非
正
規
雇
用
の
四
〇
％

の
人
々
を
、
低
賃
金
や
使
い
捨
て

が
で
き
る
こ
と
を
基
盤
に
経
営
を

成
立
さ
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今

後
は
、
こ
れ
ま
で
の
前
提
に
拠
る

の
で
は
な
く
、
経
営
と
は
な
に
か
、

企
業
と
は
な
に
か
、
経
済
と
は
な

に
か
と
い
う
こ
と
を
全
て
見
直
す

必
要
が
で
て
き
ま
す
し
、
他
人
を

犠
牲
に
し
て
で
も
自
分
は
中
流
と

い
う
社
会
で
も
い
い
の
で
す
か
？

と
い
う
問
い
を
、
皆
が
自
ら
に
問

い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な

る
と
、
そ
れ
は
か
な
り
大
変
で
時

間
の
か
か
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

「
特
定
社
会
」に 

こ
れ
か
ら
を
変
え
る 

ヒン
ト
が
あ
る

─
社
会
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
本
当

に
大
変
な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
日
本

で
も
「
同
調
圧
力
」
や
「
自
粛
警
察
」

と
い
っ
た
言
葉
が
生
ま
れ
た
よ
う
に
、

国
民
同
士
で
も
い
ろ
い
ろ
な
軋
轢
が

生
ま
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
？

欧
米
の
場
合
は
強
力
な
罰
則
、

い
わ
ば
権
力
の
力
に
よ
っ
て
ロ
ッ

ク
ダ
ウ
ン
を
強
制
し
た
わ
け
で
す

が
、
日
本
の
場
合
は
、
国
民
自
ら

が
怪
し
い
専
門
家
と
政
治
家
の
統

制
の
元
に
進
ん
で
入
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
何
も
か
も
分

か
ら
な
い
の
が
こ
の
ウ
ィ
ル
ス
な

の
に
、
上
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
に

皆
が
自
発
的
に
従
っ
た
あ
り
よ
う

と
い
う
の
は
、
気
味
が
悪
い
と
し

か
思
え
ま
せ
ん
。

今
回
私
は
、
Ｔ
Ｖ
な
ど
を
か
な

り
意
識
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま

し
た
。
す
ご
い
な
と
思
っ
た
の
は
、

キ
ャ
ス
タ
ー
や
パ
ネ
リ
ス
ト
の

方
々
が
正
義
感
に
燃
え
て
「
ス
テ

イ
ホ
ー
ム
し
ま
し
ょ
う
」
と
か

「
あ
な
た
の
今
日
の
行
動
が
日
本

を
決
め
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
正

義
の
誘
導
を
し
て
く
る
こ
と
で
し

た
。
し
か
し
そ
の
根
拠
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
怪
し
い
専
門
家
の
話

な
わ
け
で
す
。
例
え
ば
「
八
割
接

触
し
な
け
れ
ば
」
を
説
く
著
名
な

専
門
家
が
い
ま
し
た
が
、
八
割
の

数
字
の
根
拠
は
ド
イ
ツ
の
研
究
の

一
つ
で
し
か
し
か
な
く
、
世
界
で

は
誰
も
信
用
し
て
い
な
い
。
ま
た

そ
の
方
は
「
こ
の
ま
ま
だ
と
四
二

万
人
死
ぬ
」
と
い
う
予
測
を
出
し

ま
し
た
が
、
い
つ
の
ま
に
か
引
っ

込
め
て
い
ま
し
た
ね
。
本
来
な
ら

マ
ス
コ
ミ
は
、
そ
れ
が
妥
当
な
の

か
ど
う
か
の
検
証
を
す
る
べ
き
で

す
。
し
か
し
ど
こ
も
か
し
こ
も
正

義
感
に
燃
え
る
さ
ま
を
見
て
い
る

と
、
戦
前
の
日
本
の
報
道
と
全
く

変
わ
ら
な
い
な
と
感
じ
ま
し
た
。

当
時
は
大
東
亜
共
栄
圏
が
正
義
だ

っ
た
わ
け
で
す
が
、
あ
の
戦
争
か

ら
な
に
も
学
ん
で
な
い
ん
だ
な
と

が
っ
か
り
し
ま
し
た
。

し
か
し
今
回
、
顔
や
名
前
を
知

ら
な
い
不
特
定
の
社
会
で
は
多
く

の
人
た
ち
が
統
制
に
呑
ま
れ
た
け

ど
も
、
家
族
や
近
隣
の
お
店
な
ど
、

顔
が
繋
が
っ
て
い
る
特
定
社
会
で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
が
出
る
と
い

う
効
果
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
は
お
客
さ
ん

も
従
業
員
も
、
互
い
の
顔
も
名
前

も
知
ら
な
い
不
特
定
社
会
で
す
。

そ
う
な
る
と
そ
の
不
特
定
多
数
の

社
会
で
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
な
い

た
め
に
、
自
ら
統
制
社
会
へ
従
属

し
て
い
く
流
れ
が
出
て
き
た
わ
け

で
す
。
と
こ
ろ
が
家
族
や
友
人
な

ど
、
互
い
に
顔
を
知
っ
て
い
る
特

定
社
会
の
な
か
で
は
ど
う
い
う
暮

ら
し
、
ど
う
い
う
生
き
方
を
す
る

か
と
か
の
工
夫
が
出
て
く
る
。

つ
ま
り
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
は
、

特
定
社
会
で
の
つ
な
が
り
を
大
事

に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し

な
が
ら
生
き
て
い
く
在
り
方
が
求

め
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

目
先
に
惑
わ
さ
れ
ず
、 

本
質
的
な
真
理
を 

見
つ
め
続
け
る
た
め
に

─
私
た
ち
が
生
活
ス
タ
イ
ル
を
工
夫

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
時
代

に
、
宗
教
が
果
た
す
べ
き
役
割
、
私

た
ち
の
心
が
け
る
こ
と
に
つ
い
て
教

え
て
く
だ
さ
い
。

既
存
の
宗
教
が
多
く
の
人
々
の

心
に
響
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
せ
て

い
る
と
は
、
残
念
な
が
ら
言
え
な

い
と
思
い
ま
す
。
宗
教
者
と
し
て

発
言
を
す
る
と
、
社
会
と
軋
轢
が

起
き
る
と
き
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、

日
本
に
は
そ
れ
が
な
い
。
テ
レ
ビ

に
出
て
く
る
お
坊
さ
ん
も
「
み
ん

な
で
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
」
と
い

う
論
調
の
い
わ
ゆ
る
「
い
い
人
」

が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
別

に
お
坊
さ
ん
で
な
く
て
も
い
い
わ

け
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
た
と
え

社
会
か
ら
叩
か
れ
る
と
し
て
も
、

宗
教
を
極
め
た
人
は
こ
の
よ
う
な

鋭
い
発
想
を
も
つ
も
の
な
の
か
、

と
い
う
存
在
で
あ
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

私
た
ち
は
私
た
ち
で
、
な
に
か

の
課
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
き

に
、
一
体
自
分
が
何
に
ぶ
つ
か
っ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
っ

き
り
向
き
合
う
こ
と
が
大
事
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、
私
た

ち
は
た
だ
怖
い
と
目
を
伏
せ
て
し

ま
っ
て
は
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
と
も

に
ど
う
い
う
世
界
が
展
開
し
て
い

る
の
か
、
ど
う
い
う
世
界
が
こ
の

ウ
ィ
ル
ス
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ

と
思
う
わ
け
で
す
。

恐
ら
く
今
後
も
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
以
上
に
強
い
ウ
ィ
ル
ス
が
生
ま

れ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の

都
度
私
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
防
御

を
当
然
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
起
き
る
、
生
と
死
を
も
超
越

す
る
よ
う
な
命
の
世
界
を
分
か
っ

て
い
る
境
地
に
至
る
た
め
に
も
、

本
質
を
見
つ
め
続
け
る
こ
と
を
止

め
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

化
が
あ
っ
て
羨
ま
し
い
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
は

「
お
仏
壇
は
ホ
ー
ム
チ
ャ
ー
チ
だ

し
、
渋
滞
を
我
慢
し
て
ま
で
お
墓

参
り
に
行
く
国
民
性
は
す
ご
い
」

と
言
っ
て
ま
し
た
。
確
か
に
、
日

本
人
の
精
神
構
造
の
ど
こ
か
に
、 

先
祖
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
あ
る

と
は
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
ま

ま
お
寺
や
僧
侶
と
の
つ
な
が
り
が

薄
れ
て
い
っ
た
ら
、
先
祖
供
養
の

理
解
が
ぼ
ん
や
り
し
た
ま
ま
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
し
た
ら
そ
の

う
ち
慣
習
を
や
め
る
人
も
増
え
て

し
ま
う
。
僧
侶
と
し
て
で
き
る
こ

と
は
、
先
祖
供
養
の
意
味
を
伝
え

る
こ
と
、
命
へ
の
感
謝
が
な
ぜ
必

要
か
と
い
う
こ
と
を
説
く
機
会
を

増
や
す
こ
と
。
そ
れ
に
は
や
は
り
、

門
を
開
い
て
人
が
お
寺
に
立
ち
寄

り
や
す
く
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
だ
っ
て
元
々
多
く
の
人

に
は
手
を
合
わ
せ
る
習
慣
が
あ
る

ん
で
す
か
ら
、
形
式
だ
け
の
供
養

な
ら
極
論
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

冠
婚
葬
祭
産
業
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

産
業
関
係
者
に
任
せ
た
っ
て
良
い

ん
で
す
よ
。
そ
れ
よ
り
も
僧
侶
と

し
て
供
養
の
話
を
す
る
こ
と
こ
そ
、

実
は
多
く
の
人
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
常
的
に
命
の
話
を
説
く
こ
と
、

そ
う
し
て
地
域
の
方
々
と
関
係
性

を
深
め
る
こ
と
は
、
今
後
の
お
寺

の
存
続
意
義
に
大
き
く
関
わ
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
。

　

長
寿
院
の
あ
る
成
田
は
、
都
心

か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
も
な
い
し
、
ご

存
知
の
通
り
大
き
な
空
港
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
過
疎
化
は
進

ん
で
い
ま
す
。
わ
た
し
が
こ
こ
に

来
た
の
は
も
う
三
十
年
前
で
す
の

で
、
当
時
と
比
べ
て
だ
い
ぶ
空
き

家
と
独
居
の
方
が
増
え
て
し
ま
い

ま
し
た
。
全
国
各
地
で
同
じ
よ
う

な
と
こ
ろ
も
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

こ
の
ま
ま
で
は
お
寺
が
疲
弊
す
る

こ
と
は
も
う
目
に
見
え
て
い
ま
す
。

以
前
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
方
も

い
た
は
ず
で
す
が
、
い
つ
の
間
に

か
、
お
葬
式
も
ご
供
養
も
、「
終

活
商
売
」
や
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
産

業
」
と
化
し
て
し
ま
い
、
お
寺
よ

り
も
料
金
表
が
は
っ
き
り
出
て
る

事
業
者
を
選
ぶ
人
も
増
え
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
よ

り
も
、
ご
葬
儀
や
ご
供
養
は
お
寺

ら
し
く
行
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
、

そ
し
て
、
お
寺
に
し
か
で
き
な
い

こ
と
を
確
実
に
実
行
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
長
寿

院
は
、
限
界
集
落
の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
と
な
れ
る
よ
う
に
努
め
る
つ
も

り
で
い
ま
す
。

　

現
在
は
改
装
中
で
休
ん
で
い
ま

す
が
、
地
域
の
方
々
が
集
ま
り
や

す
い
よ
う
に
、
一
年
中
様
々
な
き

っ
か
け
づ
く
り
を
し
て
き
ま
し
た
。

合
宿
を
企
画
し
た
り
、
精
進
料
理

の
会
を
し
た
り
、
修
行
体
験
、
音

楽
会
は
よ
く
人
が
集
ま
っ
て
く
だ

さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
毎
回
、

地
域
の
新
聞
記
者
や
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
に
開
催
告
知
を
依
頼
し
て
、

百
人
以
上
は
集
ま
っ
て
く
だ
さ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、

イ
ベ
ン
ト
ご
と
に
法
話
を
聴
い
て

も
ら
え
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
三
十

分
く
ら
い
は
時
間
が
取
れ
る
は
ず

で
す
か
ら
、
命
の
話
、
今
を
生
き

る
話
を
す
る
ん
で
す
。
繰
り
返
し

伝
え
な
い
と
、
人
は
す
ぐ
に
忘
れ

て
し
ま
う
も
の
で
す
し
、
大
切
な

こ
と
は
、
度
々
交
流
し
て
伝
え
続

け
る
。
そ
の
積
み
重
ね
を
三
十
年

ち
か
く
続
け
て
き
て
、
本
堂
も
庭

も
縁
側
も
、
冷
蔵
庫
ま
で
も
開
放

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
寺
は

住
職
の
マ
イ
ホ
ー
ム
で
は
な
く
、

地
域
の
方
々
を
中
心
と
し
た
「
み

ん
な
の
も
の
」
に
す
る
の
が
良
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
お
か
げ

で
、
今
で
も
わ
た
し
が
留
守
の
間

に
食
材
を
届
け
て
く
だ
さ
る
人
が

い
た
り
、
表
の
お
地
蔵
さ
ん
に
帽

子
や
マ
フ
ラ
ー
を
つ
け
た
り
、
お

花
を
飾
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
で

き
る
こ
と
を
し
な
が
ら
長
寿
院
に

関
わ
っ
て
く
だ
さ
る
人
が
増
え
ま

し
た
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す

し
、
こ
れ
か
ら
も
気
軽
に
立
ち
寄

っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
ご
高
齢
者
が
増
え
て
い
ま

す
か
ら
、
お
年
寄
り
が
日
常
的
に

お
い
で
に
な
れ
る
地
域
の
核
に
な

る
こ
と
を
し
た
ら
い
い
。
な
か
な

か
一
朝
一
夕
で
は
で
き
ま
せ
ん
し
、

悩
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
と
り

わ
け
今
生
き
て
ら
っ
し
ゃ
る
方
々

に
「
供
養
」
や
「
生
き
方
」
の
話
が

で
き
る
の
は
僧
侶
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン

で
あ
り
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
で
す
。

僧
侶
が
活
躍
で
き
る
時
代
を
つ
く

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん

産
業
界
に
取
り
替
え
ら
れ
て
し
ま

う
で
し
ょ
う
。

た
く
さ
ん
悩
み
、 

同
じ
思
い
を 

繋
げ
る
こ
と
を

　

世
の
中
で
は
今
、
想
像
を
超
え

る
事
件
や
出
来
事
が
次
々
に
起
き

て
い
ま
す
。
命
に
関
わ
る
社
会
課

題
が
絶
え
ま
せ
ん
。
こ
の
リ
ア
ル

タ
イ
ム
に
起
き
て
い
る
事
象
に
お

い
て
、
僧
侶
と
い
う
キ
ャ
ス
テ
ィ

ン
グ
を
も
っ
た
自
分
に
何
が
で
き

る
の
か
、
と
深
く
悩
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
僧

侶
が
出
て
い
っ
て
す
ぐ
に
で
き
る

こ
と
な
ん
て
限
ら
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
し
、
逆
に
僧
侶
だ
か
ら

で
き
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
東
日
本
大
震
災
の
と
き
も
そ

う
で
し
た
が
、
天
災
に
よ
っ
て
辛

い
状
況
に
置
か
れ
る
方
、
振
り
込

め
詐
欺
に
あ
っ
て
し
ま
う
方
、
子

ど
も
が
虐
待
さ
れ
た
り
、
犯
罪
に

関
わ
っ
て
し
ま
う
方
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
の
苦
悩
に
目
を
向
け
る

の
が
宗
教
家
で
す
。「
消
え
た
い
」、

「
死
に
た
い
」と
思
っ
て
い
る
人
に
、

生
き
る
こ
と
の
意
味
を
説
く
の
も

我
々
の
務
め
で
す
。
同
じ
よ
う
に

考
え
て
い
る
仲
間
と
相
談
し
た
り
、

協
力
し
た
り
し
な
が
ら
、
お
寺
と

し
て
の
役
割
を
広
げ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

度
々
、
お
寺
は
敷
居
が
高
い
、

と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
我
々
僧
侶
こ
そ
が
意
識
改

革
を
始
め
な
い
限
り
、
世
間
が
お

寺
の
前
を
素
通
り
し
続
け
て
し
ま

う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
先
人

口
減
少
が
進
み
、
誰
も
お
寺
に
来

な
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
今
か

ら
手
を
打
た
な
け
れ
ば
、
次
の
お

坊
さ
ん
た
ち
が
成
り
立
た
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ひ
と
つ
長
寿

院
の
特
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
戒
名

に
差
を
つ
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
と
話

し
合
っ
て
、
ご
葬
儀
も
生
活
が
苦

し
く
な
る
よ
う
な
金
額
を
出
す
必

要
は
な
い
と
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
仏
教
は
、

今
生
き
て
い
る
人
に
説
く
「
生
き

方
論
」
で
す
か
ら
、
私
は
生
き
て

い
る
人
と
対
話
を
重
ね
続
け
た
い
。

そ
し
て
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、
何

か
困
っ
た
時
に
は
、
あ
の
住
職
に

聞
い
て
み
よ
う
、
そ
う
言
っ
て
も

ら
え
る
存
在
で
あ
り
た
い
と
願
っ

て
い
ま
す
。

─
今
年
の
前
半
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
に
よ
り
社
会
が
大
き
く
混
乱
し

ま
し
た
。

　
こ
の
騒
動
が
社
会
に
提
示
し
た
も

の
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
限
ら
ず
、

な
ん
ら
か
の
危
機
が
発
生
し
ま
す

と
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
が
も
っ
て

い
た
脆ぜ

い

弱じ
ゃ
く

性せ
い

が
暴
露
さ
れ
、
表
面

化
し
て
き
ま
す
。
例
を
あ
げ
る
と
、

マ
ス
ク
や
医
療
用
機
器
は
ほ
と
ん

ど
中
国
に
依
存
し
て
い
た
事
実
が

は
っ
き
り
し
ま
し
た
し
、
同
時
に

日
本
の
政
治
が
機
能
し
な
い
と
い

う
こ
と
も
露
呈
し
ま
し
た
ね
。
し

か
し
、
そ
ん
な
状
態
に
も
関
わ
ら

ず
、
日
本
の
死
者
数
は
欧
米
に
比

べ
て
少
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ

ば
、
結
局
こ
う
し
た
一
連
の
事
象

に
つ
い
て
は
未
だ
に
さ
っ
ぱ
り
分

か
ら
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
分
か
っ
た
こ
と
と

い
え
ば
、
日
本
の
人
々
が
も
っ
て

い
る
強
靭
さ
に
対
し
て
、
国
家
と

し
て
の
社
会
制
度
や
経
済
制
度
、

政
治
制
度
に
つ
い
て
は
非
常
に
脆

弱
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
く
ら
い
で

す
。し

か
し
人
々
の
行
動
だ
け
で
日

本
人
が
強
靭
だ
っ
た
と
い
う
ほ
ど

話
は
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
人
が
多
く
接
種
し
て
い
る
結
核

の
Ｂ
Ｃ
Ｇ
が
よ
か
っ
た
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
Ｂ

Ｃ
Ｇ
を
行
っ
て
い
る
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
で
は
死
者
数
も
多
い
の
で
、
そ

う
と
も
言
え
な
い
。

社
会
全
体
で
い
え
ば
、
世
界
で

行
わ
れ
た
都
市
を
閉
鎖
す
る
「
ロ

ッ
ク
ダ
ウ
ン
」
と
い
う
施
策
も
効

果
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
の
施
策
に
つ
い
て

は
十
四
世
紀
に
大
流
行
し
た
流
行

病
「
ペ
ス
ト
」
ま
で
遡
り
ま
す
。

当
時
は
ペ
ス
ト
菌
の
存
在
も
分
か

ら
ず
、
ワ
ク
チ
ン
も
な
い
な
か
で
、

イ
タ
リ
ア
の
あ
る
町
で
大
火
事
が

起
き
、
ネ
ズ
ミ
が
全
部
死
ん
で
、

そ
の
町
の
ペ
ス
ト
の
蔓
延
が
止
ま

り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、「
誰
と

も
会
わ
な
け
れ
ば
感
染
は
止
ま
る

は
ず
」
と
い
う
実
に
素
朴
な
原
理

を
も
と
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
な

の
で
す
。

し
か
し
実
際
に
は
、
ネ
ッ
ト
で

も
の
を
買
っ
た
り
、
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
の
業
者
さ
ん
に
出
前
を
頼
ん
だ

り
と
、
一
部
の
社
会
は
動
い
て
い

た
わ
け
で
、
現
実
的
に
ロ
ッ
ク
ダ

ウ
ン
な
ど
不
可
能
な
わ
け
で
す
。

そ
の
証
拠
に
、
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
し

た
欧
米
で
の
患
者
数
は
激
増
し
、

哲学者
（元立教大学大学院教授）
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狂言劇「附子」（ぶす）を演じる子ども達

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
は
世
界

を
巻
き
込
み
、
経
済
、
医
療
、
私

た
ち
の
生
活
ま
で
を
も
変
え
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
当
然
お
寺
の
在

り
方
や
、
檀
信
徒
の
方
々
と
お
寺

と
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
も
変
わ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
お
寺
の

住
職
と
し
て
私
た
ち
は
ど
の
よ
う

に
考
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
一
五
四
号

（
二
〇
二
〇
年
秋
号
）
で
は
枡
野
俊
明

老
師
が
良
い
示
唆
を
与
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
。
自
然
と
の
共
生

を
感
じ
ら
れ
る
場
所
と
し
て
の
お

寺
で
す
。
都
会
地
、
田
舎
を
問
わ

ず
各
地
の
お
寺
で
日
時
を
決
め
て

お
寺
を
開
放
す
る
時
が
あ
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

夏
で
あ
れ
ば
お
寺
で
は
冷
た
い
お

茶
ぐ
ら
い
の
ご
接
待
で
充
分
で
す
。

も
し
で
き
れ
ば
、
あ
る
時
間
帯
に

住
職
さ
ん
が
掛
け
軸
の
文
字
を
解

説
す
る
も
よ
し
、
お
寺
の
歴
史
を

伝
え
る
の
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

お
寺
は
本
来
行
儀
よ
く
ふ
る
ま
う

場
所
で
す
が
、
開
放
日
は
お
寺
の

本
堂
の
一
部
で
寝
る
も
よ
し
、
お

し
ゃ
べ
り
も
よ
し
で
い
い
と
考
え

ま
す
。

東
大
や
立
教
大
学
院
で
教
え
て

お
ら
れ
た
哲
学
者
の
内
山
節
先
生

は
『
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
』
の
特
集
記

事
の
中
で
「
草
木
国
土
悉
皆
成

仏
」
の
教
え
を
わ
か
り
易
く
、
具

体
的
に
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。
私
た
ち
は
今
一
度
大
乗
仏
教

の
教
え
の
基
本
に
戻
り
、
お
寺
の

立
ち
位
置
を
考
え
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
時
期
に
私
の
お
寺

で
も
い
く
つ
か
の
葬
儀
や
ご
法
事

が
あ
り
ま
し
た
。
葬
儀
の
参
列
者

は
一
〇
人
未
満
で
し
た
。
今
ま
で

に
な
か
っ
た
こ
と
で
し
た
が
こ
れ

も
３
密
を
考
え
る
と
致
し
方
な
い

こ
と
と
理
解
し
ま
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
お
通
夜
を
な
く
す
考
え
方

が
施
主
か
ら
あ
り
ま
し
た
か
ら
そ

れ
は
だ
め
で
す
と
伝
え
、
少
人
数

な
が
ら
い
つ
も
の
お
通
夜
を
務
め

ま
し
た
。
通
夜
は
あ
る
程
度
時
間

が
取
れ
る
こ
と
は
お
分
か
り
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
通
夜
説

教
は
昔
か
ら
大
事
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
葬
儀
屋
さ
ん
に

聞
き
ま
す
と
ほ
と
ん
ど
の
お
寺
で

は
さ
れ
な
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は

も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
お
葬

儀
が
寂
れ
て
い
く
の
は
、
お
寺
側

に
も
原
因
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の

結
果
と
し
て
お
坊
さ
ん
で
あ
れ
ば

だ
れ
で
も
い
い
と
い
う
風
潮
が
都

会
地
で
は
は
び
こ
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
と
て
も
残
念
な
こ
と
で
す
。

私
自
身
の
経
験
か
ら
、
お
寺
と
の

つ
な
が
り
を
強
く
す
る
の
は
お
葬

儀
だ
と
今
回
も
強
く
感
じ
ま
し
た
。

全
国
の
お
寺
の
先
師
達
は
こ
の
こ

と
を
長
く
実
践
し
て
こ
ら
れ
、
そ

の
上
に
今
私
た
ち
住
職
が
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
師
が

作
り
上
げ
て
こ
ら
れ
た
土
壌
の
原

点
を
よ
く
よ
く
振
り
返
る
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
の
場
合
は
、
通
夜
で
は
必
ず

『
修
証
義
』
第
一
章
か
ら
三
章
ま

で
を
全
員
で
お
読
み
し
ま
す
。
そ

の
後
別
の
お
経
の
間
に
お
焼
香
を

し
て
頂
き
ま
す
。
通
夜
説
教
で
は

特
に
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
が
お

ら
れ
れ
ば
、
故
人
は
ど
の
よ
う
な

方
だ
っ
た
か
を
お
聞
き
し
、
お
話

し
頂
い
た
こ
と
を
交
え
な
が
ら
、

故
人
の
思
い
出
と
、
そ
し
て
明
日

の
葬
儀
は
仏
弟
子
に
な
っ
て
頂
く

た
め
の
仏
事
で
あ
る
こ
と
を
、

『
修
証
義
』
第
三
章
か
ら
伝
え
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

ご
法
事
で
も
必
ず
『
般
若
心

経
』『
修
証
義
』『
舎
利
礼
文
』
を
参

列
者
の
方
々
と
一
緒
に
読
誦
し
ま

す
。
お
経
が
終
わ
っ
た
ら
、
短
い

解
説
と
仏
事
で
お
経
を
読
む
意
味

を
お
話
し
し
ま
す
。

私
の
場
合
は
亡
き
仏
様
と
こ
こ

ろ
を
通
わ
す
修
行
と
し
て
ご
一
緒

に
お
経
を
あ
げ
る
こ
と
を
伝
え
て
、

こ
の
こ
と
が
供
養
に
つ
な
が
る
こ

と
を
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

今
は
コ
ロ
ナ
禍
の
渦
中
で
、
お

盆
の
お
墓
参
り
も
自
粛
の
対
象
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
親
御
さ
ん
や

ご
実
家
な
ど
受
け
入
れ
る
側
の
ご

意
見
を
聞
き
、
そ
の
ご
意
見
を
真

摯
に
受
け
と
め
た
う
え
で
３
密
を

避
け
、
外
出
時
の
マ
ス
ク
着
用
を

心
が
け
、
帰
省
先
で
の
不
必
要
な

飲
食
な
ど
は
控
え
な
が
ら
の
お
墓

参
り
の
意
味
は
、
大
い
に
あ
る
と

考
え
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
は
、

「
ご
先
祖
さ
ま
」
を
想
い
、
う
や

ま
う
こ
こ
ろ
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ま
す
。
お
墓
参
り
を
通

じ
て
ご
先
祖
さ
ま
と
の
対
話
か
ら

大
い
な
る
安あ

ん

心じ
ん

を
得
る
の
で
す
か

ら
、
全
く
問
題
な
い
と
考
え
る
の

で
す
。
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て

い
ま
し
た
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

受
け
た
方
の
意
見
は
、
コ
ロ
ナ
禍

で
の
お
墓
参
り
を
容
認
す
る
、
容

認
し
が
た
い
の
二
つ
に
分
か
れ
て

い
ま
し
た
が
、
読
者
各
位
は
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

『修証義』 解説　丸山劫外著  1,400円 ★

『うたい継ごうよ、子守唄』　長田暁二・西舘好子共著 1,200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 ★

随想集　玉崎千鶴子　その永遠の世界を探って 500円

岸田衿子、高橋順子、立松和平、無着成恭、倉橋羊村、正木ゆう子他が
玉崎千鶴子の俳句の世界を解き明かす

発行所: 仏教企画
定価: 本体500円+税

おもとめは下記お申込先までご連絡ください

（ ★ 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30日
秋 彼岸号 8月20日
冬 正月号 10月30日

1部 200円

発行日

曹洞禅グラフ 

所在地 寺院名（個人名） 金額

神奈川県 青木義次（81） 9,000
東京都 砂金智佐（101） 3,000

神奈川県 青木義次（82） 9,000
東京都 砂金智佐（102） 3,000
群馬県 長松寺 20,000

神奈川県 青木義次（83） 9,000
東京都 砂金智佐（103） 3,000
宮城県 光寿院 30,000

神奈川県 青木義次（84） 9,000
東京都 砂金智佐（104） 3,000

神奈川県 青木義次（85） 9,000
合 計 107,000

手 ま り 学 園
寄附者御芳名

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。

仏 教 企 画 発 行 の 刊 行 物

Ｒ2.4.16～Ｒ2.8.5

〒252-0116　神奈川県相模原市緑区城山4-2-5　※住所・FAX番号がかわりました
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。

＊『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）

玉崎千鶴子 俳句随想集

その永遠の世界を探って

編

集

後

記

藤
木
隆
宣


