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世
界
を
巻
き
込
ん
だ
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
・
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
を
通
し
て
、
人
び
と
は
こ

れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い

「
こ
こ
ろ
の
問
題
」
を
抱
え
込
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
「
変

化
」
で
し
ょ
う
。
仕
事
の
仕
方
か

ら
日
常
の
暮
ら
し
方
、
人
と
の
か

か
わ
り
方
な
ど
が
根
本
的
に
変
わ

っ
た
こ
と
で
、
戸
惑
い
や
迷
い
の

な
か
に
投
げ
込
ま
れ
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
で
い
る
。

そ
こ
に
問
題
の
本
質
が
あ
る
、
と

わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

早
急
に
見
出
す
べ
き
は
こ
こ
ろ

の
拠
り
所
で
す
。
こ
こ
ろ
に
し
っ

か
り
と
し
た
拠
り
所
が
あ
れ
ば
、

生
き
て
い
る
状
況
、
環
境
が
ど
ん

な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
戸
惑
っ
た

り
、
迷
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
拠
り
所
を
見
出
す
う
え

で
、
大
い
な
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
て

く
れ
る
の
が
禅
で
す
。
禅
の
智
慧
、

す
な
わ
ち
、
禅
の
考
え
方
、
も
の

の
見
方
、
行
動
の
仕
方
を
知
り
、

そ
し
て
、
実
践
す
る
こ
と
が
、
拠

り
所
に
い
た
る
道
筋
を
示
し
て
く

れ
る
の
で
す
。

禅
は
自
然
を
と
て
も
重
要
な
も

の
と
し
て
捉
え
ま
す
。
自
然
は
真

理
そ
の
も
の
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
、

そ
こ
に
現
じ
て
い
る
。
ま
る
ご
と

真
理
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ

が
禅
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。

道
元
禅
師
が
詠
ま
れ
た
こ
ん
な
歌

が
あ
り
ま
す
。

峯
の
色
　
渓
の
響
も
　
み
な
な

が
ら
　
わ
が
釈
迦
牟
尼
の
　
声

と
姿
と

峯
の
色
、
渓
の
響
は
自
然
を
象

徴
し
て
い
ま
す
。
そ
の
自
然
の
す

べ
て
が
ま
さ
し
く
、
お
釈
迦
尼
の

お
声
で
あ
り
、
お
姿
で
あ
る
、
と

道
元
禅
師
は
い
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
自
然

の
な
か
に
身
を
置
く
こ
と
、
自
然

と
触
れ
合
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま

お
釈
迦
様
の
説
法
を
い
た
だ
く
こ

と
に
等
し
い
、
と
い
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。

実
際
、
自
然
と
触
れ
合
っ
て
い

る
と
、
こ
こ
ろ
が
癒
や
さ
れ
た
り
、

こ
こ
ろ
が
穏
や
か
に
な
っ
た
り
、

清
々
し
く
な
っ
た
り
し
ま
せ
ん

か
？
　
自
然
に
は
お
釈
迦
様
の
〝

説
法
効
果
〟
が
た
し
か
に
あ
り
、

そ
れ
は
誰
も
が
感
じ
と
れ
る
も
の

で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
生
活
は
自
然
と
の

触
れ
合
い
が
少
な
い
も
の
だ
っ
た
。

そ
う
感
じ
て
い
る
人
は
多
い
の
で

は
な
い
か
、
と
想
像
し
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
は
い
い
き
っ
か
け
に
な
り

そ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら
意
識
し
て

自
然
と
触
れ
合
う
機
会
を
も
っ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

こ
こ
ろ
に
吹
き
込
む
清
浄
の
風
を

感
じ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
そ
の

ま
ま
禅
の
実
践
で
も
あ
り
ま
す
し
、

自
分
の
な
か
に
確
た
る
拠
り
所
を

見
つ
け
る
た
め
の
着
実
な
一
歩
で

も
あ
る
の
で
す
。

「
し
か
し
、
近
く
に
自
然
ら
し
き

も
の
が
な
い
」。
都
会
暮
ら
し
の

そ
ん
な
方
に
、
手
始
め
に
お
す
す

め
し
た
い
の
が
禅
寺
の
散
策
で
す
。

都
会
の
禅
寺
に
も
、

あ
る
い
は
近
郊
の
禅

寺
に
行
け
ば
、
必
ず
、

竹
林
や
緑
の
木
立
が

あ
り
ま
す
。
十
分
、

自
然
と
触
れ
合
う
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で

す
。
禅
即
行
動
。
早

速
、
で
か
け
て
み
ま

せ
ん
か
？

い
ま
こ
そ

禅
に
ふ
れ
る
と
き�

枡
野
俊
明ますの・しゅんみょう
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5 4

我
々
の
い
の
ち
と
は
生
死
を
超
越
し
て
、 

「
受
け
入
れ
る
」こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る

―
今
年
大
流
行
し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
禍
に

よ
り
、
社
会
は
大
き
く
混
乱
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
の
「
共
生
」
も
課
題
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。

最
初
に
曹
洞
宗
の
僧
侶
だ
っ
た
良
寛
さ
ん
の
言
葉
を

紹
介
し
ま
す
。

「
災
難
に
逢
う
時
節
に
は
災
難
に
逢
う
が
よ
く
候　

死

ぬ
る
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く
候　

是
は
こ
れ
災
難
を
の

が
る
ゝ
妙
法
に
て
候
」。
こ
の
言
葉
を
何
も
考
え
ず
に

使
っ
て
し
ま
う
と
「
全
て
を
諦
め
な
さ
い
」
と
い
う
ふ

う
に
聞
こ
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
災
害
や
災
厄
に
合
わ
な
い
よ

う
に
努
力
も
す
る
け
れ
ど
も
、
生
も
死
も
超
越
し
て
、

我
々
の
い
の
ち
と
は
最
終
的
に
「
受
け
入
れ
る
」
こ
と

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
わ
け
で

す
。す

こ
し
具
体
的
に
例
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

誰
か
が
ど
こ
か
で
生
ま
れ
ま
す
。
そ
の
命
と
い
う
も

の
に
前
世
が
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
、「
生
ま
れ
た
い
」

と
願
っ
て
生
ま
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
気
が

聞
き
手
　
柳
澤
史
樹

撮
影
　
羽
柴
和
也

　
哲
学
者内

山
節
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と
の
共
生
に
あ
た
っ
て

日
本
仏
教
の
意
義
を
考
え
る

う
ち
や
ま
　
た
か
し

１
９
５
０
年
生
ま
れ
。
哲
学
者
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
森
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム

代
表
理
事
。
２
０
１
６
年
３
月
ま
で

立
教
大
学
大
学
院
教
授
。
１
９
７
０

年
代
か
ら
東
京
と
群
馬
県
上
野
村
を

往
復
し
て
暮
ら
し
て
い
る
。

草そ

う

木も

く

国こ

く

土ど

悉し

っ

皆か

い

成
じ

ょ

う

仏ぶ

つ
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転生／松本司『天上を翔る川』（渡辺出版）より 夕暮れ─東大雪山系を望む／松本司『天上を翔る川』（渡辺出版）より

―
コ
ロ
ナ
禍
だ
け
で
な
く
、
今
年
も
各
地
で
災
害
が
起

き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
人
間
は
数
限
り
な
い
災

害
や
社
会
危
機
に
直
面
し
て
き
ま
し
た
。

災
害
に
し
て
も

同
じ
で
す
。
ど
れ

だ
け
遭
遇
し
な
い

た
め
の
努
力
を
重

ね
て
き
て
も
、
起

き
る
と
き
は
起
き

て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
は
受
け
入
れ

る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
か
と
い
っ
て

全
て
を
諦
め
て
し

ま
う
わ
け
で
は
な

く
、
生
き
残
っ
た

人
た
ち
が
助
け
合

い
、
新
た
な
工
夫

を
凝
ら
し
な
が
ら

災
害
を
乗
り
越
え

こ
の
社
会
は
続
い

て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
現
実
を
受
け

入
れ
な
が
ら
、
次

の
ス
テ
ッ
プ
に
む

け
て
人
間
が
必
死
に
生
き
て
き
た
証
で
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
良
寛
さ
ん
の
「
死
ぬ
る
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ

く
候
」
と
い
う
言
葉
は
「
死
を
受
け
入
れ
る
か
ら
こ
そ

精
一
杯
生
き
、
平
穏
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

彼
の
「
悟
り
」
な
の
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
に
お
け
る
苦
難
か
ら
の
「
救
済
」
と
い
う
考
え

方
に
し
て
も
、
日
本

の
仏
は
善
悪
の
判
定

は
せ
ず
、
で
き
る
だ

け
多
く
の
人
を
救
済

し
よ
う
と
、
た
だ
全

て
を
受
け
入
れ
て
く

れ
る
わ
け
で
す
。

「
受
け
入
れ
る
こ
と

に
こ
そ
真
理
が
あ

る
」
と
い
う
教
え
の

体
現
化
が
仏
で
あ
り
、

最
終
的
に
仏
が
お
こ

な
う
こ
と
は
、
単
に

「
病
気
を
治
す
」
と

い
っ
た
よ
う
な
こ
と

で
は
な
く
、「
全
て

が
こ
れ
で
よ
か
っ

た
」
と
い
う
境
地
に

み
ん
な
が
達
す
る
よ

う
に
導
く
こ
と
な
の

で
す
。
人
間
と
し
て

の
い
の
ち
を
ど
う
生

き
る
か
こ
そ
が
大
事
で
、
ま
た
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
死
も
満
更
で
も
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。

そ
れ
こ
そ
が
仏
の
教
え
る
救
済
な
の
で
は
な
い
か
と
私

つ
い
た
ら
生
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、
生
ま
れ
た
家
が
自
分
の
理
想
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

本
当
は
都
会
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
の
に
山
奥
に
生
ま
れ

て
し
ま
っ
た
と
か
、

も
う
少
し
お
金
の

あ
る
家
に
生
ま
れ

た
か
っ
た
と
か
、

こ
の
親
父
な
ん
と

か
な
ら
ん
か
な
、

と
い
っ
た
よ
う
に
、

必
ず
し
も
理
想
の

条
件
下
に
生
ま
れ

て
く
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
の
こ
と

に
不
平
不
満
を
感

じ
続
け
た
ら
不
幸

で
し
か
な
い
の
で

す
。
そ
こ
で
私
た

ち
は
、
そ
の
状
況

を
受
け
入
れ
て
人

生
を
生
き
て
い
く

よ
う
に
な
る
わ
け

で
す
。 

仕
事
に
し
て
も

同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
最
初
か
ら
す
べ
て
を
知
っ
た

上
で
最
高
の
仕
事
を
選
ん
だ
人
な
ど
い
な
い
わ
け
で
す
。

職
業
を
目
指
す
多
少
の
き
っ
か
け
は
持
ち
つ
つ
も
、
大

概
は
就
職
試
験
に
受
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
た
理
由
で
そ

の
仕
事
に
つ
き
、
そ
こ
か
ら
仕
事
の
楽
し
さ
や
、
や
り

が
い
を
見
つ
け
て
い
く
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。
こ

れ
も
事
実
を
受
け
入

れ
た
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
て
く
る
も
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
人
間
は

人
生
を
過
ご
し
、
最

終
的
に
死
と
向
き
合

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
「
死
も
嫌

だ
」
と
思
っ
て
い
る

う
ち
は
不
幸
な
わ
け

で
し
て
、「
ま
あ
い

い
か
」、
と
い
う
感

じ
で
受
け
入
れ
ら
れ

る
死
こ
そ
が
「
幸
福

な
死
」
だ
と
私
は
思

う
の
で
す
。
総
じ
て

い
え
ば
、
人
の
一
生

と
い
う
も
の
は
、
受

け
入
れ
て
は
じ
ま
り
、

そ
し
て
受
け
入
れ
て

終
わ
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
諦
め
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
受
け
入
れ
た
う
え
で

そ
の
状
況
を
ど
う
よ
く
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
に

こ
そ
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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苦
悩
し
て
い
る
人
間
こ
そ 

真
理
に
到
達
で
き
る

イ
ン
ド
で
う
ま
れ
た
仏
教
は
、
中

国
仏
教
に
な
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
て

き
た
わ
け
で
す
が
、
大
乗
仏
教
の
教

え
を
も
っ
と
も
体
現
し
て
い
る
の
は

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
だ
と
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
共
通

点
は
、
仏
へ
の
信
仰
が
厚
い
な
が
ら

も
「
自
然
信
仰
が
強
い
」
こ
と
、
ま

た
「
土
地
神
さ
ま
と
先
祖
信
仰
が
合

体
し
て
い
る
」
こ
と
、「
信
者
の
教

義
が
寛
容
な
仏
教
」
で
あ
る
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
教
義
に
つ
い
て
は
、

も
と
も
と
大
乗
仏
教
は
「
在
家
仏

教
」
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
、
小

乗
仏
教
の
よ
う
に
「
出
家
し
な
け
れ

ば
悟
り
は
開
け
な
い
」
と
い
う
教
え

に
対
し
て
の
批
判
を
展
開
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
在
野
、
要
す
る
に
生
き
る
場

の
中
に
こ
そ
仏
へ
の
信
仰
が
あ
る
、

娑
婆
の
世
界
で
様
々
な
矛
盾
に
突
き

当
た
り
な
が
ら
苦
悩
し
て
い
る
人
間

こ
そ
悟
り
を
開
け
る
、
真
理
を
発
見

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
教
え
て
い
る

の
で
す
。

現
代
風
に
い
え
ば
「
専
門
家
の
自
己

否
定
」
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
全

て
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

専
門
家
は
専
門
家
な
り
に
で
き
る
こ
と

を
行
う
こ
と
で
多
く
の
人
た
ち
に
影
響

を
与
え
、
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

っ
た
の
で
す
。
ま
た
大
乗
仏
教
を
逆
の

見
方
で
言
え
ば
、
寺
な
ど
に
入
る
人
た

ち
は
、
娑
婆
と
の
縁
が
切
れ
て
し
ま
う

か
ら
こ
そ
、
厳
し
い
修
行
を
し
て
い
か

な
い
と
真
理
に
到
達
で
き
な
い
と
も
言

え
ま
す
。

そ
の
反
面
、
娑
婆
に
生
き
る
人
た
ち

は
、
生
き
る
こ
と
自
体
が
苦
悩
で
あ
り

修
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
い
と

も
悪
い
と
も
言
わ
ず
受
け
入
れ
た
の
が

日
本
の
仏
教
で
あ
り
、
そ
れ
が
最
も
大

乗
仏
教
の
真
髄
を
体
現
し
て
い
る
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

日
本
で
の
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
鎌

倉
時
代
に
親
鸞
の
浄
土
真
宗
が
か
な
り

広
ま
っ
た
の
は
、
全
国
の
檀
家
さ
ん
に

妙み
ょ
う

好こ
う

人に
ん

が
急
増
し
た
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
妙
好
人
と
い
う
の
は
浄
土

真
宗
の
在
俗
の
篤
信
者
た
ち
を
指
し
ま

す
。
鈴
木
大
拙
や
柳
宗
悦
が
調
べ
た
文

献
に
よ
る
と
、
畑
の
小
豆
を
盗
む
と
い

う
、
当
時
と
し
て
は
最
も
重
い
罪
を
犯

は
考
え
て
い
ま
す
。

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」と
い
う
言
葉 

─
す
べ
て
の
命
が
関
係
し
合
う
世
界
に
　 

　
気
が
つ
い
た
と
き
私
た
ち
は
救
わ
れ
る

―
「
日
本
の
仏
教
」
と
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
詳
し
く
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

日
本
の
仏
教
に
は
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
日
本
の
」
と
言
い
ま
し
た
の
は
、

実
は
イ
ン
ド
の
仏
教
で
は
「
人
間
と
動
く
生
き
物
ま
で

は
み
な
成
仏
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

「
草
木
」
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
輪

廻
転
生
（
※
天
上
・
人
間
・
修
羅
・
餓

鬼
・
畜
生
・
地
獄
の
六
道
の
転
生
を
繰
り

返
す
と
い
う
教
え
）
の
な
か
で
修
行
を

し
て
い
て
、
人
間
が
死
ん
だ
あ
と
の

行
き
場
所
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
る
範

囲
が
、
あ
く
ま
で
も
動
く
生
き
物
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
こ
の
教
え
は
、
も
と
も
と

自
然
信
仰
が
強
か
っ
た
日
本
に
は
フ

ィ
ッ
ト
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で

天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
最
澄
は
、

「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
言

葉
で
信
仰
観
を
表
し
ま
し
た
。「
草

木
国
土
」
と
い
う
の
は
岩
で
す
と
か

土
と
い
っ
た
も
の
で
も
成
仏
で
き
る

（
成
仏
し
て
い
る
）
と
い
う
教
え
で
す
。

そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
は
、
土
や
岩
な
ど

の
大
地
が
あ
っ
て
こ
そ
命
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
、
す
べ

て
が
「
い
の
ち
」
で
関
係
し
合
う
世
界
こ
そ
が
私
た
ち

の
生
き
る
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
が
清
ら
か
な
関
係
で
あ

れ
ば
悟
り
で
あ
り
真
理
で
あ
る
。
仏
は
そ
の
関
係
し
合

う
世
界
を
守
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
関
係
し
合
う

世
界
自
体
が
仏
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
。

小
乗
仏
教
は
、
釈
迦
が
解
脱
し
て
仏
陀
に
な
っ
た
と

い
う
捉
え
方
で
、
悟
り
を
開
い
た
釈
迦
、
つ
ま
り
「
人

格
神
」
で
す
が
、
大
乗
仏
教
は
仏
陀
を
人
格
と
は
捉
え

ま
せ
ん
。
仏
陀
と
い
う
の
は
釈
迦
が
発

見
し
た
「
真
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
姿

を
現
せ
ば
釈
迦
に
な
る
わ
け
で
す
。
同

じ
よ
う
に
真
言
密
教
で
は
大
日
如
来
、

華け

厳ご
ん

経き
ょ
うで
は
毘び

盧る

遮し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

と
い
っ
た
よ

う
に
、
す
べ
て
の
仏
が
真
理
の
姿
で
あ

る
の
で
す
。

で
は
仏
た
ち
の
真
理
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
と
い
う
と
、
石
や
大
地
や
水
な
ど
、

す
べ
て
が
関
係
す
る
生
命
世
界
に
あ
る

と
強
調
し
た
も
の
が
、
日
本
で
は
重
視

さ
れ
ま
し
た
。
日
本
流
に
解
釈
さ
れ
た

と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
自
然
と

結
び
合
い
な
が
ら
生
き
る
世
界
が
在
り
、

そ
の
関
係
し
あ
う
世
界
に
気
が
つ
い
た

と
き
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
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す
。
そ
の
時
代
は
み
ん
な
が
農
村
社
会
の
中
で
生
き
て

お
り
、
バ
チ
さ
え
当
た
ら
な
け
れ
ば
、
毎
年
の
よ
う
に

自
然
が
実
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
、
つ
つ
が
な
く
生

き
て
い
る
こ
と
自
体
が
最
良
と
い
う
考
え
方
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
そ
の
自
然
信
仰
と
大
乗
仏
教
が
う
ま
く

マ
ッ
チ
し
た
と
い
え
ま
す
。

だ
か
ら
日
本
の
山
岳
信
仰
と
仏
教
は
共
通
点
が

多
々
あ
り
ま
す
し
、
実
際
に
曹
洞
宗
大
本
山
で
あ
る
永

平
寺
も
山
の
中
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
森
や
海

岸
、
山
の
頂
き
と
い
っ
た
、
美
し
い
自
然
が
人
間
の
意

識
や
物
の
見
方
を
変
え
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
極
楽
と

い
う
概
念
が
定
着
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
証

拠
に
、
日
本
各
地
の
山
や

海
に
「
釈
迦
ヶ
岳
」
と

か
「
大
日
岳
」
と
か

「
浄
土
浜
」
な
ど
と
名

付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ

が
多
数
あ
り
ま
す
。
そ

れ
ら
は
修
行
に
行
く
と
「
受
け
入
れ
る

真
理
の
よ
う
な
も
の
に
気
づ
く
場
所
」
で
あ
り
、
そ
う

い
う
場
所
こ
そ
極
楽
だ
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ

れ
に
比
べ
る
と
イ
ン
ド
仏
教
な
ど
は
、
極
楽
は
金
銀
財

宝
が
溢
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
単
な
る
比
喩
の

問
題
で
、
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
そ
う
説
明
す
る
の
が
受

け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

―
最
後
に
、
こ
の
混
迷
し
て
い
る
現
代
に
仏
教
が
果
た

す
役
割
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

曹
洞
宗
を
含
む
大
乗
仏
教
は
そ
も
そ
も
「
在
家
仏

教
」
と
し
て
生
ま
れ
、
小
乗
仏
教
の
よ
う
に
「
出
家
し

な
け
れ
ば
悟
り
は
開
け
な
い
」
と
い
う
教
え
へ
の
批
判

を
展
開
し
、
日
本
で
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
生
き

る
場
、
つ
ま
り
在ざ
い

野や

の
中
に
こ
そ
仏
へ
の
信
仰
が
あ
る
、

娑し
ゃ

婆ば

の
世
界
で
い
ろ
ん
な
矛
盾
に
突
き
当
た
り
な
が

ら
苦
悩
し
て
い
る
人
間
こ
そ
悟
り
を
開
け
る
、
真
理

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
教
え
て
い
る
の
が

大
乗
仏
教
な
の
で
す
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
に
私
が
好
き
な
「
維ゆ
い

摩ま

経き
ょ
う」

と
い
う
お
経
が
あ
り
ま
す
。

日
本
に
は
古
く
か
ら
伝
わ
り
、
聖
徳
太
子
が

書
い
た
と
さ
れ
る
三さ
ん

経ぎ
ょ
う

義ぎ

疏し
ょ

と
呼
ば
れ
る
解
説
書
に

著
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
維
摩
経
と
い
う
の
は
、
仏

教
を
厚
く
信
仰
し
て
い
る
維
摩
さ
ん
と
い
う
在
家
の

商
人
に
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
や
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
と
い
っ

た
並
み
い
る
釈
迦
の
高
弟
た
ち
が
全
員
論
破
さ
れ
る

と
い
う
お
経
で
す
。「
お
寺
の
中
で
修
行
に
身
を
置
い

て
い
る
人
間
だ
け
で
な
く
、
娑
婆
の
世
界
で
苦
悩
し

生
き
て
い
る
人
間
も
ま
た
真
理
を
知
り
悟
り
を
開
い

し
た
旅
人
に
出
会
っ
た
お
じ
い
さ

ん
が
「
そ
っ
ち
の
畑
は
ま
だ
固
い

か
ら
こ
っ
ち
の
ほ
う
を
食
べ
な
さ

い
」
と
行
っ
て
去
っ
て
い
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
旅
人
は
心
か
ら
自
分
を
恥
じ
、

お
じ
い
さ
ん
に
手
を
合
わ
せ
た
の

で
し
ょ
う
。
お
じ
い
さ
ん
は
親
鸞

を
読
め
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
し
、
ど
こ
ま
で
教
え

を
知
っ
て
い
た
か
も
分
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
の

よ
う
な
妙
好
人
が
た
く
さ
ん
出
た

こ
と
に
よ
り
、
浄
土
真
宗
の
信
者

が
激
増
す
る
原
因
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
大
乗
仏
教
の
裾
野
が
拡
が
っ
て
い

く
な
か
で
、
そ
れ
を
う
ま
く
昇
華
さ
せ
、
教
え
と
し
て

作
り
上
げ
た
の
が
日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
だ
と
い
う
わ
け
で

す
。
し
か
し
中
国
や
イ
ン
ド
の
仏
教
と
い
う
の
は
残
念

な
が
ら
一
部
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
は
商
人

は
た
だ
お
布
施
を
す
る
だ
け
の
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、

結
果
と
し
て
お
布
施
を
す
る
人
が
功
徳
が
あ
る
、
と
い

う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
大
乗
仏
教
で

あ
り
な
が
ら
大
乗
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
真
実
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

す
べ
て
を
救
済
す
る
た
め
に 

無
限
の
仏
が
存
在
す
る

―
仏
教
に
は
実
に
た
く
さ
ん
の
仏

様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

イ
ス
ラ
ム
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の

よ
う
な
一
神
教
と
違
い
、
仏
教
に

は
菩
薩
や
如
来
や
明
王
な
ど
、
多

く
の
仏
様
が
無
限
に
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
私
の
理
解
で
は
、
す
べ

て
の
仏
は
一
つ
な
の
だ
け
れ
ど
も
、

全
て
の
人
々
を
救
済
す
る
た
め
に
、

状
況
に
応
じ
て
違
う
仏
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
不
動
明
王
な
ら
「
お
前
の
過
ち
に
早
く
気

付
け
」
と
ハ
ッ
パ
を
か
け
る
役
割
、
観
音
様
は
「
静
か

に
包
み
込
ん
で
く
れ
る
」
役
割
と
い
う
よ
う
に
、
人
間

た
ち
に
真
理
を
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
様
々
な
姿
か

た
ち
と
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
に
全

員
救
済
の
論
理
が
根
付
い
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
の
で

す
。日

本
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、
そ
の
本
質
的
な
た
っ
た

一
つ
の
仏
は
「
自じ

然ね
ん

」
の
な
か
に
あ
り
、
そ
の
は
た
ら

き
こ
そ
穢
れ
の
な
い
も
の
だ
と
し
て
同
一
視
を
す
る
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
伝
来
す
る
以
前
、
日
本
の
神

様
と
い
う
の
は
自
然
に
象
徴
さ
れ
る
「
罰
を
与
え
る
け

ど
も
救
済
は
し
な
い
」
と
い
う
存
在
だ
っ
た
と
思
い
ま

インタビュアープロフィール
柳澤史樹（やなぎさわふみき）

自分史活用アドバイザー・ライター・プランナー。人の生きた軌跡である「自分史」を軸にし
た執筆や講座を中心に、幅広いジャンルでの執筆を行っている。株式会社 Two Doors 代表社員。
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日庭寺　佐々木宏幹文庫にて

で
ん
な
容
内
う
い
と
」
る
い
て

引
が
線
と
る
あ
で
要
重
て
め
極

か
う
ど
か
の
な
線
た
い
書
が
子

ら
め
込
が
い
思
の
様
同
ら
か
時

い
な
い
違
間
は
と
こ
た
い
て
れ

れ
け
い
な
ら
知
も
法
作
の
り
参

い
て
し
見
発
を
理
真
が
ち
た
人
る

つ
見
を
理
真
の
事
物
も
ど
れ
け
い

え
教
と
る
い
が
人
る
い
て
け
続
め

の
め
た
く
づ
気
が
衆
民
の
般
一
ち

割
役
な
き
大
の
教
仏
の
ら
か
れ
こ

所
場
材
取

　

区
緑
市
原
模
相

　

寺
庭
日

秋田県/佐々木由子様 岩手県/吉田明寛様
石川県/市堀祐子様 静岡県/足立みよし様
愛知県/滝川信康様

152号の当選者のお名前に誤りがございました。
謹んでお詫び申し上げ訂正いたします。
三重県/濱口千賀子様→濱口千香子様
愛知県/米盛亜希子様→米盛亜貴子様

り
便
お
の
ら
か
者
読

ト
ン
ゼ
レ
プ
者
読

こんにちは。パート勤務先ショートステイご利用のＳ
さんご家族より、寝てらっしゃることが多いと言われ
ました。そこで「御詠歌をされていたのですか」と声を
かけますとにっこりされました。歌集を見ないで般若
心経から舎利礼文と三宝御和讃もすらすら唱えてく
れました。若いときに熱心にされたことはしっかりと
残っているとうれしく思いました。私も御詠歌の仲間
に入れていただき修行中です。大先輩といっしょに落
ち着いた時間をすごすことを見つけました。

曹洞禅グラフ152号（春号）プレゼント、早坂文明老
師の著書『千話一話　3・11その先へ』は次の方々が
当選されました。

 静岡県　吉野和子様

今回の特集にご登場頂いた内山
節先生の著書『内山節と読む世
界と日本の古典50冊』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。……2020年11月末必着

集
募
り
便
お

送り先……………………
〒252-0116　
神奈川県相模原市緑区
城山4-2-5
仏教企画編集部

身近な人との心温ま
るふれあいや本誌へ
の感想、仏教につい
ての質問などを600
字以内でお寄せくだ
さい。
Eメールでも受け付
けております。

Eメールアドレス: 
fujiki@water.ocn.ne.jp

正
訂
と
び
詫
お

13

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 2020年11月末

弘ぐ

誓い

ぜ

深ん

じ

如
海い

か

劫う

こ

不ふ

思し

議ぎ

侍じ

多た

千ん

せ

億く

の

佛つ

ぶ

發つ

ほ

大い

だ

清
浄
願ん

が

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

山
松

姸
流

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
149号（2019年夏号）～152号（2020年春号）の作品をご応募の方の審査発表は、
155号（2021年冬号）にて行います。 説

解

は
願
誓
な
大
弘

で
う
よ
の
海
い
深

い
な
ば
及
に
議
思

　

て
歴
を
劫
幾

に
仏
の
億
千
多

て
え
か
つ

の
浄
清
る
な
い
大

り
せ
こ
お
を
願

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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1
今
回
よ
り
４
ク
ー
ル
目
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
各
ク
ー
ル
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

「
調
和
」「
三
毒
」「
智
慧
」
の
レ
ク
チ
ャ

ー
と
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
簡
単
に
取
り

組
め
る
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
身
体
と
心

の
双
方
に
よ
り
禅
の
学
び
を
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。
今
ク
ー
ル
も
、
禅
の
本

質
で
あ
る
「
自
分
と
い
う
存
在
を
仏
法

に
沿
っ
て
受
容
し
て
い
く
こ
と
で
、
安

ら
か
で
幸
せ
な
存
在
に
な
っ
て
い
く
」

こ
と
を
総
体
的
に
伝
え
て
ま
い
り
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
四
法
印
」
で
す
。

こ
れ
は
受
容
の
前
提
と
な
る
《
仏
法
は

世
界
を
ど
う
観
て
い
る
か
》
の
根
本
概

念
で
す
。
こ
れ
を
深
く
知
り
得
て
い
く

こ
と
が
「
智
慧
」
を
築
き
、「
三
毒
」
を

起
こ
さ
ず
、「
調
和
」
の
状
態
で
生
き

て
い
く
基
盤
と
な
る
の
で
す
。

「
四
法
印
」
は
四
つ
の
熟
語
「
諸し
ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う」「
諸し
ょ

法ほ
う

無む

我が

」「
涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う」「
一い
っ

切さ
い

皆か
い

苦く

」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

今
回
参
究
す
る
の
は
「
一
切
皆
苦
」

で
す
。
こ
の
熟
語
で
重
要
な
語
句
は

「
苦
」
で
す
。
一
般
に
「
苦
」
と
は
、

「
楽
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（
肯
定
、
積
極
、

楽
観
）
の
象
徴
と
対
比
さ
れ
た
、
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
（
否
定
、
消
極
、
悲
観
）
の
象
徴

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。

仏
法
に
お
け
る
「
苦
」
の
語
源
は
イ

ン
ド
言
語
パ
ー
リ
語
の
「
ド
ゥ
ッ
カ
」

で
、
意
味
は
「
事
実
や
現
象
の
総
体
」

で
す
。
語
源
の
意
味
を
元
に
「
一
切
皆

苦
」
を
説
明
す
る
と
、「
す
べ
て
の
物

事
は
皆
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能
で
思
い
通

り
に
な
ら
ず
、
流
れ
の
ま
ま
進
み
続
け

る
」
と
な
り
ま
す
。「
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
」
と
は
、
決
し
て
物
事
を
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
事
実
を
『
苦
楽
を
超
え
』、
た
だ

総
体
的
に
受
容
し
続
け
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
が
「
智
慧
」
を
築
い

て
い
く
た
め
の
「
四
法
印
」
的
根
本
概

念
な
の
で
す
。

今
回
は
、
呼
吸
と
身
体
観
察
を
伴
っ

た
、
ス
ト
レ
ッ
チ
と
脱
力
に
よ
り
、
深

い
リ
ラ
ッ
ク
ス
を
得
、
動
じ
な
い
基
礎

を
作
る
「
脱
力
ス
ト
レ
ッ
チ
」
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。

背もたれによりかからず心地
よくイスに腰掛けます。両

足の裏を床に置きます。手を組み、
手のひら側を上にして両腕を無
理ない程度で上に伸ばします。
その状態で全身を観察し、筋肉
のこわばりや違和感を深く意識
します。次に、ゆっくりと大きく
鼻から息を吸い続けながら腕を
さらに上に伸ばしていきます。意
識した部分を中心に、より緊張
させながら伸ばした状態で固め
ます。

息を吸いきった状態で少し苦
しくなるまで維持したのち、

一気に息を吐き脱力します。上
に伸ばしていた腕を下ろし、組
んでいた手をはずし、首や上半
身を心地よい位置にします。そ
の体勢のまま、はじめの脱力時
に深くされた呼吸が自然な呼吸
に戻る数回 ( 三回以上 )、息が
吐け身体が緊張から解放された
心地よい脱力感を味わいながら、
呼吸をコントロールせず観察し
続けます。

身体を①の状態で腰掛け直
し、手の甲側を上にして

両腕を無理ない程度に上げます。
その後は①②の流れと同様です。
特に脱力後の呼吸観察が芯か
らの深いリラックスを導きます。
また、組んだ手の向きによって
アプローチする呼吸の形式が変
わります。やりにくい方を探り、
多めに行うことで深い全身呼吸
となっていきます。無理やりな伸
展と過度な呼吸の我慢は逆効果
です。

胸
式
呼
吸
の
ス
ト
レ
ッ
チ

心
地
よ
い
脱
力

腹
式
呼
吸
の
ス
ト
レ
ッ
チ

一い

っ

切さ

い

皆か

い

苦く

～
苦
楽
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

の
体
内
に
マ
イ
ク
ロ

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
蓄

積
さ
れ
る
な
ど
、
海

洋
汚
染
が
さ
ら
に
深

刻
化
し
て
い
ま
す
。

石
油
を
原
材
料
と
す

る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、

世
界
で
年
間
約
三
億

㌧
が
生
産
さ
れ
ま
す
。

こ
の
量
は
石
油
産
出

量
の
八
％
を
占
め
ま

す
が
、
こ
の
う
ち
半

分
は
容
器
包
装
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
は
自
然

分
解
さ
れ
ず
に
半
永

久
的
に
残
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
の
で
す
。

路
上
に
捨
て
ら
れ
た

も
の
や
、
ゴ
ミ
処
理

施
設
へ
輸
送
さ
れ
る
過
程
で
環
境
中
に
出
て
し
ま
っ
た

使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
雨
で
流
さ
れ
最
終
的
に
海

に
流
れ
着
き
ま
す
。
紫
外
線
や
波
の
影
響
で
劣
化
し
て

い
っ
た
も
の
の
う
ち
、
五
㎜
以
下
の
サ
イ
ズ
に
な
っ
た

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
こ
と
を
マ
イ
ク
ロ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
と

い
い
ま
す
。
私
た
ち
に
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
を
使

う
こ
と
の
責
任
が
発
生
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た

こ
と
が
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
の
中
に
あ
る
「
12
つ
く
る
責

任
つ
か
う
責
任
」
と

繋
が
っ
て
き
ま
す
。

今
は
「
脱
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
」
の
時
代
。

社
会
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る

昨
今
、
一
人
ひ
と
り

が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
削

減
に
向
け
て
、
生
活

の
あ
り
方
を
見
直
す

時
な
の
で
す
。

峯
の
色
　
谷
の
ひ

び
き
も
み
な
な
が
ら

　
わ
が
釈
迦
牟
尼
の

　
声
と
姿
と
　

道
元
禅
師

「
山
々
の
色
合
い
や
、

谷
川
の
流
れ
の
音
は
、

す
べ
て
お
釈
迦
さ
ま

の
お
声
で
あ
り
、
お

姿
な
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
道
元
禅
師
は
、
い
つ

も
自
然
に
深
い
思
い
を
寄
せ
、
日
頃
か
ら
見
て
親
し
ん

で
い
た
で
あ
ろ
う
山
や
谷
の
響
き
と
と
も
に
、
自
然
と

生
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
こ

そ
、
こ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
と
自
然
が
常
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
い
る
こ
と

を
再
確
認
頂
き
、
わ
が
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
、
今
か

ら
で
き
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
ょ
う
。　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐
19
）

に
よ
り
、
日
本
全
体
に
発
令
さ
れ
て
い
た
緊
急

事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
不
安
が
残
る
日
々

が
続
い
て
お
り
、
在
宅
勤
務
の
継
続
や
、
ま
た
大
変
な

最
中
、
出
勤
さ
れ
た
か
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
ご
家
族
と
長
い
時
間
を
過
ご
さ
れ
た
か
た
も
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
中
、
買
い
物
を
す
る
外
出
時
間
を
極
力
控

え
る
な
ど
、
各
ご
家
庭
で
様
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
の
中

で
最
近
、
と
て
も
気

に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

買
い
物
を
す
る
と
、

必
ず
会
計
の
際
に

「
レ
ジ
袋
は
有
料
に

な
り
ま
す
が
、
袋
は

お
持
ち
で
す
か
？
」

と
尋
ね
ら
れ
ま
す
。

す
で
に
袋
が
有
料
化

し
て
い
る
店
舗
も
多

く
あ
り
ま
し
た
が
、

エ
コ
バ
ッ
グ
を
持
参

し
て
、
買
い
物
を
さ

れ
て
い
る
か
た
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
。
経
済
産
業
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

見
ま
す
と
、「
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
よ
り
レ
ジ
袋
有

料
化
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
レ
ジ
袋
な

ど
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
削
減
は
地
球
環
境
に
配
慮
し

て
、
世
界
的
な
規
模
で
取
り
組
み
が
加
速
し
て
い
ま
す
。

こ
の
背
景
に
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
エ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ
・
持
続

可
能
な
開
発
目
標
）
と
い
う
二
〇
一
五
年
九
月
の
国
連
サ

ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
国
際
目
標
で
、
国
連
加
盟
一
九

三
ヵ
国
が
二
〇
一
六
年
か
ら
二
〇
三
〇
年
の
十
五
年
間

で
達
成
す
る
た
め
に
掲
げ
た
目
標
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

こ
の
開
発
目
標
の
中

に
、
１
か
ら
17
ま
で

の
大
き
な
目
標
が
あ

り
、
レ
ジ
袋
や
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
品
の
削

減
な
ど
は
、
そ
の
中

に
あ
る
「
13
気
候
変

動
に
具
体
的
な
対
策

を
」「
14
海
の
豊
か

さ
を
守
ろ
う
」
に
当

て
は
ま
り
ま
す
。
メ

デ
ィ
ア
な
ど
で
、
浜

辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ

た
大
量
の
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
ゴ
ミ
の
写
真
を

見
た
こ
と
が
あ
る
か

た
も
多
い
こ
と
で
し

ょ
う
。

近
年
、
海
洋
生
物

生 活 の 中 の 仏 教

脱
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
削
減
に
向
け
て 

生
活
の
あ
り
方
を
考
え
る

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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智子さん 2歳の頃　父・長尾昭雄老師と

内山智子さん（上）と長尾昭雄老師ご夫妻

静
岡
県
掛
川
市
、
千
三
百
年

の
歴
史
を
誇
る
古
刹
・
長

福
寺
は
地
元
の
方
々
の
憩
い
の
場

と
し
て
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

か
つ
て
長
福
寺
を
訪
問
し
た
山
伏

が
、
お
寺
の
釣
鐘
を
一
晩
で
奈
良

県
・
大
峰
山
ま
で
運
ん
で
い
っ
た

と
い
う
「
空
を
飛
ん
だ
釣
鐘
」
で

知
ら
れ
る
お
寺
で
も
あ
り
ま
す
。

修
験
道
信
仰
の
中
心
地
で
あ
る
大

峰
山
と
の
ご
縁
以
来
、
修
験
道
の

開
祖
と
さ
れ
る
役
え
ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

尊そ
ん

を
お

迎
え
し
た
賑
や
か
な
お
祭
り
も
、

毎
年
八
月
の
第
三
日
曜
に
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
八
年
ま
で
は
、
長
尾
昭

雄
師
が
同
寺
の
ご
住
職
を
務
め
ら

れ
な
が
ら
、
敷
地
内
に
あ
っ
た
幼

稚
園
と
、
近
く
に
設
立
し
た
保
育

園
の
園
長
を
兼
任
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
多
忙
な
日
々
を
支
え

た
ご
家
族
に
と
っ
て
、
お
坊
さ
ん

を
家
族
に
も
つ
暮
ら
し
と
は
ど
ん

な
生
活
な
の
で
し
ょ
う
か
。
長
尾

師
の
ご
長
女
で
あ
る
内
山
智
子
さ

ん
に
、
長
福
寺
で
育
っ
た
幼
少
時

代
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

お
寺
は
究
極
の 

職
住
近
接
。
袈
裟
姿
の 

父
が
食
卓
に
も
。

柳
澤　

歴
史
の
あ
る
お
寺
に
お
生

ま
れ
で
す
ね
。
幼
少
期
の
思
い
出

や
、
当
時
の
日
常
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

内
山
さ
ん　

父
は
ず
っ
と
、
平
日

に
幼
稚
園
と
保
育
園
の
園
長
と
し

て
出
勤
し
、
週
末
に
な
る
と
衣
と

袈
裟
に
着
替
え
て
法
事
な
ど
お
寺

の
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
小
さ

い
頃
は
私
も
同
じ
幼
稚
園
に
通
園

し
て
い
た
の
で
、
遠
足
な
ど
で
撮

っ
た
当
時
の
集
合
写
真
を
見
る
と

父
が
斜
め
後
ろ
に
写
っ
て
い
た
り

し
ま
す
。
当
時
は
何
も
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
今
思
う
と
父
親
が

園
長
と
い
う
の
も
少
し
特
殊
な
環

境
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

長
福
寺
で
は
、
お
寺
の
本
堂
か

ら
続
く
廊
下
の
先
に
自
宅
の
台
所

が
あ
り
ま
し
た
。
平
日
の
父
は
洋

服
姿
で
し
た
が
、
土
日
は
私
や
弟

が
朝
食
を
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に

袈
裟
姿
の
父
が
入
っ
て
き
た
り
、

数
珠
が
新
聞
な
ど
と
一
緒
に
食
卓

に
置
い
て
あ
っ
た
光
景
を
よ
く
覚

え
て
い
ま
す
。
法
事
の
な
い
平
日

は
お
寺
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
檀
家
さ

ん
も
少
な
く
て
、
夕
方
六
時
に
は

家
族
揃
っ
て
の
食
事
が
で
き
ま
し

た
。
一
緒
に
ク
イ
ズ
番
組
や
ス
ポ

ー
ツ
の
試
合
な
ん
か
を
見
た
り
す

¬お
寺
の
子
に

　
　
生
ま
れ
て

    

幸
せ
で
し
た¬

振
り
返
れ
ば
折
々
で
支
え
て
く
れ
た
の
は
、

日
常
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
父
の
教
え

内
山
智
子

う
ち
や
ま
・
と
も
こ

長
福
寺
（
静
岡
県
掛
川

市
）
長
尾 

昭
雄
前
住

職
の
ご
長
女
。
幼
少
期

よ
り
両
親
の
手
伝
い
な

ど
仏
教
の
存
在
を
身
近

に
し
て
育
つ
。
信
州
大

学
大
学
院
卒
業
後
、
花

王
株
式
会
社
に
入
社
。

商
品
開
発
に
携
わ
り
現

在
は
ヘ
ア
ケ
ア
研
究
室

長
。
一
男
一
女
の
母
。
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っ
た
ら
と
り
あ
え
ず
出
る
だ
け
出

て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で

す
が
、
電
話
に
出
る
と
、
法
事
の

申
し
込
み
の
仕
方
や
、
い
つ
予
約

で
き
る
か
、
今
年
が
何
回
忌
に
あ

た
る
か
、
と
い
っ
た
問
い
合
わ
せ

も
あ
り
、
責
任
重
大
な
質
問
を
さ

れ
る
の
が
本
当
に
苦
手
だ
っ
た
ん

で
す
。
さ
ら
に
電
話
は
基
本
的
に

父
宛
て
で
す
か
ら
、
法
事
で
留
守

も
多
く
、
携
帯
電
話
の
な
い
時
代

に
父
の
居
場
所
を
探
し
出
す
こ
と

も
難
し
く
て
、
毎
回
と
て
も
困
り

ま
し
た
ね
。
今
思
う
と
、
お
寺
に

と
っ
て
大
切
な
檀
家
さ
ん
に
迷
惑

を
か
け
ち
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う

気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
父
た
ち
を
訪
ね
て
こ
ら
れ

る
方
の
中
に
は
複
雑
な
ご
事
情
や

感
情
を
抱
え
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
お
寺
の
お

役
目
の
部
分
に
ま
で
子
ど
も
の
自

分
が
関
わ
っ
て
は
い
け
な
い
、
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
反
面
、
よ
く

知
る
ご
近
所
の
方
と
お
話
を
し
た

り
、
御
朱
印
を
押
し
た
り
す
る
よ

う
な
こ
と
は
楽
し
い
経
験
で
し
た
。

坐
禅
会
で
父
に
習
う
、 

仏
の
教
え
。

柳
澤　

仏
教
の
内
容
自
体
は
ど
の

よ
う
に
学
ば
れ
ま
し
た
か
。

内
山
さ
ん　

当
時
は
毎
週
日
曜
日

に
本
堂
で
坐
禅
会
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
ご
近
所
の
お
ば
あ
さ
ん
た
ち

と
か
、
私
の
友
達
も
参
加
し
て
く

れ
て
い
ま
し
た
。
坐
禅
を
し
て
い

る
あ
い
だ
に
、
父
が
少
し
話
を
す

る
ん
で
す
。
新
聞
の
コ
ラ
ム
な
ん

か
を
用
い
て
、
仏
様
の
話
を
交
え

な
が
ら
聞
か
せ
て
く
れ
る
の
で
、

あ
ぁ
仏
様
は
こ
う
い
う
こ
と
を
良

し
と
さ
れ
る
ん
だ
な
、
と
感
じ
取

る
よ
う
な
時
間
で
し
た
。
あ
と
、

当
時
の
お
寺
の
中
に
、
地
域
の
方

に
向
け
て
開
放
し
て
い
る
図
書
館

が
あ
り
ま
し
た
。
一
部
は
子
ど
も

向
け
に
イ
ラ
ス
ト
が
多
い
仏
教
関

連
の
本
が
揃
え
ら
れ
て
い
て
、
な

ん
と
な
く
そ
れ
は
全
部
読
ま
な
く

て
は
い
け
な
い
気
が
し
て
自
分
か

ら
読
ん
で
い
ま
し
た
。
輪
廻
の
話

や
、
地
獄
の
絵
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
と
に
か
く
地
獄
が
恐
ろ
し
い

と
こ
ろ
だ
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
が

強
く
て
、
嘘
は
つ
い
ち
ゃ
い
け
な

い
と
か
、
悪
さ
を
し
た
ら
後
か
ら

自
分
に
返
っ
て
く
る
ん
だ
、
と
い

う
教
え
に
も
納
得
で
き
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
本
の
中
で
は
、
仏
様

が
見
返
り
を
求
め
ず
に
困
っ
た
人

る
時
間
は
、
他
の
ご
家
庭
と
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
週
末
に
な
る
と
急
に
来

客
が
増
え
て
、
特
に
花
祭
り
や
お

盆
の
時
期
に
な
る
と
他
の
お
坊
さ

ん
た
ち
も
家
に
出
入
り
し
て
い
ま

し
た
し
、
子
ど
も
な
が
ら
に
少
し

緊
張
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

当
時
の
父
や
母
に
は
丸
一
日
ゆ

っ
く
り
自
由
に
な
れ
る
休
日
と
い

う
の
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
で
し

ょ
う
ね
。
お
盆
や
年
末
年
始
は
も

ち
ろ
ん
多
忙
の
た
め
、
世
間
は
連

休
で
も
、
我
が
家
の
場
合
は
家
族

揃
っ
て
出
掛
け
る
な
ん
て
考
え
た

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た

だ
、
掛
川
と
い
う
場
所
柄
、
檀
家

さ
ん
に
お
茶
農
家
の
方
が
多
か
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
新
茶
の
繁
忙

期
と
重
な
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
は
祝
日
で
あ
ろ
う
と
も
法
事
が

少
な
か
っ
た
ん
で
す
。
万
が
一
何

か
あ
っ
た
ら
い
つ
で
も
戻
れ
る
よ

う
に
と
、
泊
ま
り
で
こ
そ
出
掛
け

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

動
物
園
や
遊
園
地
に
連
れ
て
行
っ

て
も
ら
っ
た
思
い
出
は
ほ
と
ん
ど

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
の
時
期
で

し
た
。

自
分
自
身
が
社
会
人
と
し
て
フ

ル
タ
イ
ム
で
働
く
身
に
な
り
、
特

に
近
年
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン

ス
と
い
う
概
念
を
当
て
は
め
て
み

て
も
、
当
時
の
父
た
ち
は
ま
ず
お

寺
が
優
先
で
し
た
。「
お
寺
は
地

域
の
た
め
の
場
所
」
と
い
う
強
い

意
識
で
働
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
は
お
寺
の
仕
事
を
し
て
、
空

い
た
時
間
が
あ
れ
ば
家
庭
や
自
分

の
た
め
に
つ
か
う
、
と
い
う
優
先

順
位
に
揺
ら
ぎ
や
迷
い
は
全
く
感

じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
影
響
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
も

「
仕
事
で
誰
か
に
迷
惑
を
か
け
て

は
い
け
な
い
」
と
い
う
意
識
が
根

底
に
あ
っ
て
、
仕
事
を
終
え
て
か

ら
家
族
や
自
分
の
こ
と
を
す
る
、

と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
父
た
ち
に
似

て
い
る
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

柳
澤　

お
寺
の
お
手
伝
い
な
ど
を

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
か
。

内
山
さ
ん　

小
学
校
中
学
年
の
頃

か
ら
少
し
ず
つ
し
て
い
ま
し
た
。

高
学
年
で
は
明
確
に
お
手
伝
い
の

指
示
を
も
ら
っ
て
動
い
て
い
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
。
お
客
さ
ま
に
出

す
お
菓
子
や
お
茶
の
準
備
を
し
た

り
、
お
盆
の
時
の
お
食
事
を
支
度

す
る
手
伝
い
、
簡
単
な
オ
ー
ド
ブ

ル
の
盛
り
付
け
、
あ
と
お
寺
の
掃

除
は
よ
く
頼
ま
れ
て
し
て
い
ま
し

た
ね
。
本
堂
の
飾
り
を
磨
い
た
り
、

お
花
を
替
え
た
り
、
お
墓
の
周
り

を
き
れ
い
に
し
た
り
。
裏
方
の
仕

事
は
楽
し
か
っ
た
で
す
し
、
子
ど

も
な
が
ら
に
自
分
は
お
寺
の
一
員

な
の
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
の

で
、
ど
の
お
手
伝
い
も
当
然
だ
と

思
っ
て
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、

た
と
え
ば
法
事
な
ど
お
寺
の
本
職

に
つ
い
て
は
子
ど
も
が
理
解
で
き

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
自
分
の
知
識
が
及
ば
な
い

範
囲
の
こ
と
を
任
さ
れ
る
の
は
苦

手
で
し
た
ね
。
母
に
は
電
話
が
鳴

父
た
ち
を
訪
ね
て
こ
ら
れ
る
方
の
中
に
は 

複
雑
な
ご
事
情
や
感
情
を
抱
え
た
方
も
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智子さんが大学院在学中の平成13年春ご家族で、長野県小布施にて‑

進
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
就
職
活
動

の
と
き
に
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
振
り
か
え
っ
て

考
え
る
と
「
自
分
の
こ
と
は
自
分

で
努
力
し
な
さ
い
」
と
か
「
人
の

役
に
立
つ
こ
と
を
し
な
さ
い
」
と

言
わ
れ
て
育
っ
た
こ
と
の
点
と
点

が
繋
が
っ
た
気
も
し
ま
す
。

ま
た
、「
す
べ
て
の
出
来
事
に

は
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方

も
よ
く
耳
に
し
た
の
で
、
ト
ラ
ブ

ル
が
起
き
た
時
も
、
き
っ
と
後
々

こ
れ
が
何
か
の
役
に
立
つ
は
ず
だ
、

と
乗
り
越
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
何
か
あ
っ
て
も
、
一
生

こ
の
大
変
さ
が
続
く
わ
け
で
は
な

い
は
ず
、
と
慌
て
ず
に
い
ら
れ
れ

ば
冷
静
な
判
断
が
で
き
ま
す
。
気

持
ち
に
余
裕
が
作
り
や
す
く
な
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
父
や
母

も
非
常
に
感
情
が
穏
や
か
な
の
は
、

軸
に
そ
う
し
た
仏
の
教
え
が
あ
る

か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

自
分
の
人
生
の
成
長
と

共
に
仏
教
の
教
え
を
実
感

し
、
理
解
が
深
め
ら
れ
た

お
か
げ
で
、
救
わ
れ
た
こ

と
や
運
が
い
い
な
と
思
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
環
境
で
育
て

て
も
ら
え
た
こ
と
に
本
当

に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
今

は
自
分
の
子
ど
も
た
ち
に

も
、
父
た
ち
が
教
え
て
く

れ
た
よ
う
に
「
感
謝
の
気

持
ち
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。

現
代
の
暮
ら
し
で
は
仏
教
や
お

寺
と
の
縁
が
薄
い
方
も
増
え
て
い

て
、
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
と
感

じ
ま
す
ね
。
生
活
様
式
が
多
様
に

な
っ
て
き
た
の
で
、
か
つ
て
長
福

寺
が
し
て
い
た
坐
禅
会
な
ど
も
、

今
の
時
代
は
貴
重
な
日
曜
の
朝
に

ど
れ
ほ
ど
の
人
が
来
て
く
れ
る
か
。

お
寺
側
に
も
難
し
さ
が
あ
る
時
代

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
お
寺

は
、
法
事
の
中
の
こ
と
を
儀
式
と

し
て
行
う
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
業
で

は
な
く
て
、
思
想
や
哲
学
な
ど
、

お
寺
が
お
寺
で
あ
る
意
義
を
も
っ

て
、
戦
争
や
飢
饉
さ
え
も
乗
り
越

え
て
き
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
だ

と
思
う
ん
で
す
。
私
自
身
、
仏
教

が
礎
と
な
り
心
穏
や
か
に
過
ご
す

こ
と
が
で
き
た
と
感
じ
る
よ
う
に
、

今
後
も
っ
と
多
く
の
方
や
、
小
学

校
の
授
業
な
ど
で
も
、
仏
教
を
知

る
機
会
が
増
え
る
と
い
い
な
と
思

い
ま
す
。

に
対
す
る
施
し
を
繰
り
返
し
て
い

た
の
で
、
人
の
た
め
に
な
る
行
い

を
理
解
し
た
の
も
そ
の
頃
で
し
た
。

そ
う
し
た
身
近
な
場
所
で
の
学
び

に
加
え
て
、
家
族
で
過
ご
す
時
間

に
父
が
ぽ
つ
り
と
言
う
言
葉
が
印

象
に
残
っ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。

よ
く
「
今
あ
る
こ
と
や
自
分
が
お

か
れ
た
状
況
に
感
謝
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
」
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

日
常
に
散
り
ば
め
て
く
れ
た
さ
り

げ
な
い
教
え
を
少
し
ず
つ
吸
収
し

て
、
感
覚
的
に
仏
教
を
理
解
し
た

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
う
し
た
学
び
も
あ
り
、
幼
い

頃
か
ら
自
分
を
律
す
る
こ
と
、
自

分
が
や
る
べ
き
こ
と
は
自
分
が
す

る
こ
と
、
と
い
っ
た
考
え
方
を
も

っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
お
か
げ
で
、
学
生
時
代
を
含
め

て
も
こ
れ
ま
で
人
間
関
係
の
ス
ト

レ
ス
で
さ
ほ
ど
深
刻
に
悩
ま
ず
に

過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
誰
で
も
多

少
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の

は
当
た
り
前
だ
し
、
他
人
の
こ
と

は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
思

っ
て
い
る
の
で
、
社
会
の
様
子
を

見
て
い
る
と
、
そ
ん
な
に

目
く
じ
ら
立
て
て
怒
ら
な

く
て
も
い
い
の
に
、
と
思

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
根

本
的
に
人
は
み
ん
な
違
う

存
在
で
、
違
う
か
ら
こ
そ

い
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、

ま
ず
自
分
の
こ
と
は
自
分

で
努
力
す
る
べ
き
だ
し
、
誰
か
に

助
け
て
も
ら
う
こ
と
が
前
提
で
何

か
を
始
め
る
の
は
少
し
違
う
よ
う

に
思
い
ま
す
。
父
も
そ
う
い
う
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
似
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
父
は
自
分
の
力
で

ど
う
に
も
で
き
な
い
こ
と
に
執
着

し
な
い
ん
で
す
。
一
方
で
、
自
分

の
力
で
で
き
る
こ
と
に
は
す
ご
く

こ
だ
わ
る
の
で
、
以
前
も
保
育
園

で
流
し
そ
う
め
ん
を
す
る
た
め
に
、

わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
山
に
入
っ
て
大

き
な
竹
を
切
り
だ
し
て
き
た
、
な

ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
（
笑
）

自
分
の
基
盤
に 

「
仏
教
」が
あ
る
こ
と
を 

実
感
す
る
と
き

柳
澤　

小
さ
な
頃
か
ら
熟
成
し
て

き
た
仏
教
の
存
在
は
、
ご
自
身
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
に
も
影
響
し
て
い

ま
す
か
。

内
山
さ
ん　

す
ご
く
関
係
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
父
や
母
を
通
し

て
、
今
を
生
き
て
い
る
に
は
意
味

が
あ
っ
て
、
生
き
て
い
る
か
ら
に

は
誰
か
の
役
に
立
つ
こ
と
が
大
切

だ
と
教
わ
っ
て
き
た
の
で
、
進
路

を
考
え
る
と
き
も
「
自
分
が
ど
う

し
た
ら
人
の
役
に
立
て
る
の
か
」

と
考
え
ま
し
た
。
私
の
場
合
は
も

の
づ
く
り
に
興
味
が
あ
っ
た
こ
と

や
、
理
系
の
学
校
で
学
ん
だ
こ
と

も
あ
り
、
み
ん
な
が
普
段
の
暮
ら

し
の
中
で
使
う
も
の
を
作
り
た
い

と
考
え
、
今
の
会
社
に
入
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
も
し
も
、
人
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
の
が
得

意
だ
っ
た
ら
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
に

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
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わ
ざ
わ
ざ
自
分
で
山
に
入
っ
て
大
き
な
竹
を 

切
り
だ
し
て
き
た
、
な
ん
て
こ
と
も
あ
り
ま
し
た（
笑
）
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紙
画
／
平
川
恒
太

コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
を
祈
り（
薬
師
如
来
）、
秋
の
豊
作
を
願
う

季
刊
「
曹
洞
禅
グ
ラ
フ
」
二
〇
二
〇
年
秋
号
（
通
巻
一
五
四
号
）
令
和
二
年
九
月
一
日
発
行
（
第
三
種
郵
便
物
認
可
）　

│　

発
行
人
＝
藤
木
隆
宣

発
行
所
＝
㈲
仏
教
企
画　

〒
二
五
二
‐
〇
一
一
六　

相
模
原
市
緑
区
城
山
四
‐
二
‐
五　

電
話
〇
四
二
‐
七
〇
三
‐
八
六
四
一

http://w
w

w
.bukkyo‑kikaku.com

　

│　

デ
ザ
イ
ン
＝M

alpu D
esign　

│　

印
刷
所
＝
恒
信
印
刷　

│　

定
価
二
〇
〇
円

い
ま
こ
そ「
禅
」に
ふ
れ
る
と
き 
桝
野
俊
明 

2

哲
学
者
　
内
山
節
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　

草
木
国
土
悉
皆
成
仏
─
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の 

 
4

共
生
に
あ
た
っ
て
日
本
仏
教
の
意
義
を
考
え
る

毎
日
書
道 

松
山
姸
流 

13

動
じ
な
い
私
を
築
く「
四し

法ほ
う

印い
ん

」の
心
得
① 

藤
井
隆
英 

14

生
活
の
中
の
仏
教
─
脱
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

久
保
田
永
俊 

16

「
お
寺
の
子
に
生
ま
れ
て
幸
せ
で
し
た
」 

 

18

内
山
節 

著
　
新
潮
選
書

新・幸福論
「近現代」の次に来るもの

定価: 本体1100円［税別］

最寄りの書店にて直接おもとめください




