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祈
り
の
言
葉
を
心
の
な
か
で
繰
り
返
し
て
い
る
人
が
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
方
、
特
定
の
祈
り
の
言
葉
な

し
に
行
な
っ
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
人
の
中
に
は
祈
り
に
あ
た
る
何
か
が
反
復
さ
れ
、

積
も
っ
て
い
き
、
や
が
て
何
ら
か
の
安
ら
ぎ
に
至
る
こ

と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
際
、
心
の

な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
「
思
い
悩
む
」、「
念
じ

る
」、「
願
う
」、「
悼
む
」
な
ど
と
も
い
い
か
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
ら
が
何
か
よ
き
こ
と
を
も
た
ら
す
、
ど
こ
か
目

に
見
え
な
い
も
の
へ
届
く
な
ど
の
こ
と
が
あ
れ
ば
よ
い

と
思
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
祈
り
が
何
ら
か
の

結
果
を
求
め
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

病
気
平へ
い

癒ゆ

祈
願
、
志
望
校
合
格
祈
願
な
ど
は
分
か
り
や

す
い
例
で
す
。
し
か
し
、
形
は
結
果
を
求
め
て
い
る
よ

う
で
も
、
実
際
は
自
己
や
他
者
に
と
っ
て
容
易
で
な
い

こ
と
や
悲
し
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
よ
う
と
し

て
な
さ
れ
る
祈
り
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

死
者
が
念
頭
に
あ
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
多

く
の
日
本
人
に
と
っ
て
な
じ
み
あ
る
仕
草
で
す
。
日
本

人
の
多
く
が
親
し
ん

で
い
る
祈
り
の
仕
草

と
も
言
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
と
き
の
た

め
に
お
数
珠
を
も
っ

て
い
る
人
も
か
な
り
の
割
合
に
達
す
る
で
し
ょ
う
。
で

は
、
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
唱
え
る
の
で
し
ょ

う
か
。「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
は
た
ぶ
ん
も
っ
と
も
よ

く
唱
え
ら
れ
る
言
葉
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
他
と
な
る
と

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
唱
え
る
言
葉
を
と
く
に
持
っ
て
い

な
い
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

社
会
人
教
育
の
死し

生せ
い

学が
く

の
講
義
で
、「
苦
し
ん
で
い

る
親
し
い
人
に
聞
か
せ
て
あ
げ
た
い
音
楽
」、「
あ
な
た

自
身
が
辛
い
と
き
に
聞
き
た
い
音
楽
」
を
あ
げ
て
み
て

下
さ
い
と
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
う
た
や

音
楽
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら

歌
謡
曲
、
ポ
ッ
プ
ス
ま
で
多
様
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
盛
り
上
が
っ

て
た
い
へ
ん
活
気
あ
る
ク
ラ
ス
と
な
り
ま
し
た
。
人
は

心
の
こ
も
っ
た
祈
り
を
求
め
て
い
て
、
か
つ
て
は
共
有

さ
れ
て
き
た
祈
り
に
か
わ
っ
て
、
各
自
、
う
た
な
ど
に

そ
れ
を
見
出
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
量
の
吐
血
で
意
識
を
失
い
死
の
淵
に
近
づ
い
た
経

験
を
語
っ
た
夏
目
漱
石
の
『
思
い
出
す
事
な
ど
』
と
い

う
文
章
に
は
、
漢
詩
や
俳
句
が
多
く
出
て
き
ま
す
。
死

者
を
追
悼
す
る
文
章
も
い
く
つ
か
あ

り
ま
す
。「
有
る
程
の
菊き
く

抛な

げ
入
れ

よ 

棺か
ん

の
中
」

こ
の
句
は
祈
り
の
よ
う
な
句
と
言

え
る
で
し
ょ
う
か
。

「
祈
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
い
に
く
い
と
感
じ
た
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
寺
社
に
お
参
り
し
て
、
あ
る
い
は
仏

壇
や
お
墓
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い

の
で
す
が
、
そ
こ
で
決
ま
っ
て
唱
え
る
言
葉
は
あ
り
ま

せ
ん
。
病
気
な
ど
で
苦
し
い
と
き
、
眠
れ
ず
に
辛
い
と

き
な
ど
に
心
の
な
か
で
繰
り
返
す
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
悲
し
い
気
持
ち
を
心
の
な
か
で
反
復
し
て
い
る

こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
と
、
こ
れ
は
祈
り
み

た
い
な
も
の
だ
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
苦
し
ん
で
い
る

家
族
や
親
し
い
人
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
寺
社
に
お

参
り
し
て
手
を
合
わ
せ
る
と
き
の
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
お
参
り
の
行
動
全
体
が
祈
り
の
よ
う
な
も
の
だ
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
百

ひ
ゃ
く
度ど

参ま
い

り
を
し
て
い
る
人
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

祈 り の
さ ま ざ ま な 形

し
ま
ぞ
の  

す
す
む

１
９
４
８ 

年
生
ま
れ
。宗
教
学
者
。

東
京
大
学
大
学
院
名
誉
教
授
。
上

智
大
学
神
学
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授
。
同
グ
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ー
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ケ
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─『
山
歌
』は
ど
う
い
っ
た
映
画

か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

笹
谷
　
ま
ず
サ
ン
カ
と
い
う
の

は
、
昔
、
山
か
ら
山
へ
と
放
浪

を
続
け
、
山
村
部
に
下
り
て
き

て
は
、
箕み

と
呼
ば
れ
る
農
機
具

な
ん
か
を
直
し
て
去
っ
て
い
く

と
い
う
人
た
ち
が
い
た
の
で
す

が
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
総
称

で
す
。
今
回
の
映
画
『
山
歌
』
は
、

一
九
六
五
年
を
舞
台
に
、
都
会

の
少
年
が
山
の
中
に
暮
ら
す
サ

ン
カ
の
生
き
残
り
の
娘
の
一
家

と
出
会
っ
て
、
自
分
に
問
い
か

け
な
が
ら
変
わ
っ
て
い
く
。
そ

ん
な
物
語
で
す
。

─「
サ
ン
カ
」っ
て
い
ろ
い
ろ
な

字
を
当
て
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

笹
谷
　「
山
家
」
と
書
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
し
、
一
番
使
わ
れ

る
「
山
窩
」
と
い
う
文
字
で
す

け
ど
、
も
と
も
と
穴
蔵
と
い
う

意
味
の
、
侮
蔑
し
た
表
現
だ
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の

映
画
で
は
「
歌
」
と
い
う
字
を

当
て
ま
し
た
。
人
が
言
葉
を
発

す
る
前
に
歌
が
あ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
っ
て
。
言
葉
よ

り
も
原
始
的
な
「
あ
う
あ
う
」
と
い
う
よ
う
な
節
で
の

伝
達
で
す
ね
。
人
間
の
知
性
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
う

ま
く
言
葉
に
で
き
な
い
も
の
が
山
の
世
界
に
は
い
っ
ぱ

い
あ
る
と
思
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
私
は
「
歌
」
と
い

う
文
字
に
託
し
ま
し
た
。

─
映
画
の
音
楽
も
印
象
的
で
し
た
ね
。

笹
谷
　
実
は
音
楽
は
映
画
を
撮
る
よ
り
も
先
に
作
っ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
茂
野
雅
道
さ
ん
と
い
う
方
で
、『
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
』
を
撮
っ
た
河
瀨
直
美
さ
ん
の
初
期
の
作

品
で
、
い
き
な
り
カ
ン
ヌ
を
取
っ
た
『
萌
の
朱
雀
』
と

い
う
映
画
の
音
楽
を
担
当
し
た
人
で
す
。

そ
の
茂
野
さ
ん
に
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
来
て
も
ら
っ
て
、

「
こ
こ
な
ん
で
す
よ
、
何
か
感
じ
ま
す
か
」
と
か
言
っ
て
、

音
楽
か
ら
先
に
作
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
セ
リ
フ
よ
り

も
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
ら
入
り
た
い
、
歌
か
ら
入
り
た
い
と

い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

─
岩
手
県
の
遠
野
で
、
映
画
を
作
る
き
っ
か
け
と
な
る
印

象
的
な
体
験
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

笹
谷
　
は
い
。
実
は
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
と
、
私
が
映

画
を
作
り
た
い
と
思
う
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
姉

の
影
響
で
高
校
生
の
時
に
見
た
『
ガ
ッ
ジ
ョ
・
デ
ィ
ー

ロ
』
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ
、
ジ
プ
シ
ー
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
映
画
で
し
た
。
そ
れ
を
見
て
「
映
画
を

見
る
っ
て
、
違
う
世
界
と
つ
な
が
る
こ
と
だ
」
と
衝
撃

を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
映
画
が
、
い
わ
ば
不
定
住
で
家

を
持
た
な
い
人
々
の
世
界
で
し
た
。

も
と
も
と
私
は
京
都
と
い
う
閉
鎖
的
な
街
の
出
身
な

の
で
、
旅
を
続
け
る
こ
と
や
、
根
を
張
ら
な
い
人
た
ち

の
強
さ
に
惹
か
れ
て
い
ま
し
た
。
な
の
で
、
放
浪
す
る

ジ
プ
シ
ー
の
よ
う
な
サ
ン
カ
の
存
在
を
知
っ
た
と
き
も
、

す
ご
く
気
に
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
前
作
『
馬
あ
り
て
』
と
い
う
映
画
の
製

作
中
に
、
遠
野
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
山
の
中

を
一
人
で
歩
い
て
い
る
と
き
に
、
本
当
に
た
だ
の
直
観

映
画
監
督
・
笹
谷
遼
平
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

か
つ
て
日
本
の
山
々
に
存
在
し
た
流
浪
の
民
、
サ
ン
カ
。

そ
の
存
在
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
た

映
画
『
山
歌
』
の
監
督
、
笹
谷
遼
平
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
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ま
し
た
ね
。
私
は
東
京
で
震
災
を
経
験
し
て
、
家
族
や

身
近
な
人
を
失
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
原
発
事
故
の
こ

と
も
含
め
て
、
自
分
た
ち
の
世
界
が
簡
単
に
瓦
解
し
て

い
く
の
を
見
て
、
資
本
主
義
に
し
が
み
付
い
て
い
る
今

こ
の
場
所
が
、
砂
上
の
楼
閣
に
思
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
「
ま
じ
め
に
映
画
を
作
ろ
う
。
命
を
撮
り

た
い
」
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
か
は
撮
り

た
い
と
思
っ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
が
馬
だ
っ
た
の
で
、
二

〇
一
三
年
か
ら
北
海
道
や
遠
野
に
通
い
始
め
ま
し
た
。

そ
の
中
で
さ
っ
き
言
っ
た
遠
野
の
山
で
の
体
験
も
あ
っ

た
の
で
、『
馬
あ
り
て
』
と
い
う
映
画
が
『
山
歌
』
の
き

っ
か
け
で
す
ね
。

─
ち
な
み
に「
山
歌
」は
劇
映
画
で
す
が
、
現
代
に
サ
ン
カ

が
実
際
い
た
ら
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
撮
り
に
行

っ
て
い
ま
し
た
か
？

笹
谷
　
分
か
ら
な
い
で
す
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
撮

る
の
は
本
当
に
難
し
い
で
す
。
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

モ
チ
ー
フ
っ
て
、
作
為
的
に
は
出
会
え
な
い
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
た
だ
正
直
言
う
と
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

方
が
人
の
意
図
し
な
い
こ
と
が
起
き
る
部
分
は
あ
る
と

は
思
い
ま
す
。

現
代
で
も
「
サ
ン
カ
的
な
人
」
は
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
偏
屈
な
言
葉
に
な
り
ま
す
け
ど
、
私
自
身
は
画
面

に
美
し
く
な
い
も
の
を
入
れ
た
く
な
い
ん
で
す
。「
馬

あ
り
て
」
が
な
ぜ
モ
ノ
ク
ロ
な
の
か
と
い
う
と
、
馬
関

係
の
お
じ
さ
ん
方
が
蛍
光
色
の
化
学
繊
維
と
か
、
見
る

か
ら
に
人
工
的
な
も
の
を
着
て
い
る
ん
で
す
。
私
は
そ

れ
が
画
面
の
中
で
、
馬
の
美
し
さ
を
殺
し
て
る
と
思
い

ま
し
た
。
馬
の
美
し
さ
を
尊
重
し
た
い
か
ら
モ
ノ
ク
ロ

に
し
た
わ
け
で
す
。
な
の
で
自
然
に
根
差
し
た
も
の
を

と
に
か
く
撮
り
た
い
し
、
自
然
に
根
差
し
た
も
の
ほ
ど

美
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
し
現
代
に
サ
ン
カ
が
い
た
と
し
て
も
携
帯
と
か
使

っ
て
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
反
対
に
こ
の
現
代
で
携
帯

も
使
わ
ず
、
あ
え
て
野
宿
を
し
て
魚
を
捕
っ
て
生
き
て

る
人
が
い
た
ら
、
そ
の
人
は
現
代
社
会
と
隔
絶
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
現
代
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
そ

で
し
か
な
い
の
で
す
が
、

ぞ
く
ぞ
く
っ
と
す
る
よ

う
な
体
験
が
あ
っ
て
、

山
奥
深
い
と
こ
ろ
で
初

め
て
怖
い
と
い
う
気
持

ち
を
覚
え
ま
し
た
。
自

然
へ
の
畏
怖
心
か
な
と

思
い
ま
す
け
ど
、
山
は

人
間
が
主
導
権
を
握
っ

て
い
な
い
場
だ
な
と
い

う
感
覚
を
持
ち
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
サ
ン
カ
の

こ
と
を
ふ
と
思
い
出
し

ま
し
た
。「
こ
ん
な
山

深
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で

い
た
人
た
ち
が
い
た
よ

な
」
と
。
そ
れ
が
さ
き

ほ
ど
の
「
ガ
ッ
ジ
ョ
・

デ
ィ
ー
ロ
」
の
原
体
験
と
リ
ン
ク
し
て
い
き
ま
し
た
。

─
そ
こ
か
ら
シ
ナ
リ
オ
も
ご
自
分
で
作
ら
れ
ま
し
た
ね
。

笹
谷
　
そ
れ
ま
で
物
語
を
作
る
の
は
特
別
な
才
能
あ
る

人
が
や
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
山
で
の
体

験
が
あ
っ
て
か
ら
、
自
分
で
物
語
を
一
回
作
っ
て
み
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
新し

ん

藤ど
う

兼か
ね

人と

監
督
が
作
っ

た
シ
ナ
リ
オ
作
家
協
会
の
講
座
に
通
っ
て
、
サ
ン
カ
を

モ
チ
ー
フ
に
十
何
本
か
書

き
ま
し
た
。
そ
し
て
二
〇

一
六
年
に
伊い

参さ
ま

ス
タ
ジ
オ

映
画
祭
に
出
し
て
、
最
終

選
考
ま
で
残
り
ま
し
た
。

二
〇
一
七
年
は
審
査
員
奨

励
賞
を
、
二
〇
一
八
年
に

大
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
映
画
祭
側

か
ら
し
た
ら
、「
三
年
連

続
で
サ
ン
カ
を
モ
チ
ー
フ

に
シ
ナ
リ
オ
を
送
っ
て
く

る
ヤ
ツ
」
と
い
う
キ
ャ
ラ

付
け
で
す
（
笑
）　

そ
の
映

画
祭
で
は
大
賞
を
取
っ
た

作
品
の
映
画
化
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
と
い
う
習
わ
し
が

あ
っ
て
、
何
と
か
ま
ず
そ

こ
で
大
賞
を
取
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
目
標
で
し
た
。

─
以
前
は
ど
ん
な
映
画
を
撮
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

笹
谷
　『
馬
あ
り
て
』
を
撮
る
前
ま
で
は
本
当
に
サ
ブ

カ
ル
映
画
ば
か
り
や
っ
て
い
て
、
秘
宝
館
、
セ
ッ
ク
ス

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。

た
だ
東
日
本
大
震
災
が
あ
っ
て
少
し
考
え
が
変
わ
り

笹谷遼平
（ささたに りょうへい）
映画作家。1986年、京都府生まれ。
2019年、北日本における馬文化
をとらえた長編ドキュメンタリー
映 画『 馬 あ り て 』 を 公 開、
American National Galleryに て
特別招待上映。2022年、長編劇
映画『山歌（サンカ）』を公開。
大阪アジアン映画祭Japan Cuts 
Award、伊参スタジオ映画祭シナ
リオ大賞受賞。「自然の中で人間
がいかに生きるか」をテーマに映
画を作っている。

上映会、映画貸し出し等のご連絡
はsasatanichez@gmail.com
または090-4276-3127まで。
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ン
カ
の
研
究
を
始
め
ま

し
た
。
た
だ
、
彼
が
そ
の

後
に
書
い
た
論
文
の
中

に
は
、
サ
ン
カ
は
独
自
の

掟
や
サ
ン
カ
文
字
を
持

っ
て
る
と
い
っ
た
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
も
混
じ
っ
て

い
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
東

洋
大
学
の
博
士
号
の
論

文
と
し
て
通
っ
て
し
ま

っ
た
ん
で
す
。
博
士
号
を

取
っ
た
三
角
寛
は
自
分

の
妄
想
を
研
究
書
と
し

て
ど
ん
っ
て
出
し
た
わ

け
で
す
が
、
こ
こ
二
、
三

十
年
で
そ
れ
が
嘘
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
て
き
ま
し
た
。

た
だ
私
自
身
は
そ
の
過
程
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
三
角
寛
の
研
究
に
あ
る
サ
ン
カ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を

見
て
、「
こ
れ
は
す
ご
い
。
こ
れ
を
作
ろ
う
」
な
ん
て

思
っ
た
り
し
ま
し
た
。
サ
ン
カ
の
掟
、
サ
ン
カ
文
字
と

い
っ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
思
い
も
あ
る
一
方
、
三
角
の
本
を
開
い
た
と
き
の

衝
撃
も
忘
れ
ら
れ
な
く
て
。
劇
中
で
サ
ン
カ
の
人
た
ち

が
か
す
り
の
布
を
着
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
完
全
に
三

角
寛
が
つ
く
っ
た
イ
メ
ー

ジ
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

劇
中
で
の
、
神
楽
の
シ
ー

ン
も
そ
う
で
す
が
、
サ
ン

カ
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て

い
く
の
に
、
と
に
か
く
事

実
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

は
と
ら
わ
れ
な
い
で
お
こ

う
と
。
何
が
事
実
か
も
永

遠
に
分
か
ら
な
い
の
で
。

─
そ
れ
ま
で
に
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
を
長
く
撮
っ
て

き
て
、
虚
構
が
多
い
と
、

心
折
れ
る
か
な
と
い
う
気

も
し
ま
し
た
が
。

笹
谷
　
そ
こ
は
も
し
か
し

た
ら
逆
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
。
と
い
う
の
も
私
自
身
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
よ

り
劇
映
画
の
ほ
う
が
段
違
い
で
よ
く
見
て
い
ま
す
。
劇

映
画
の
ほ
う
が
多
分
好
き
な
ん
で
す
ね
。
私
は
事
実
と

い
う
の
を
そ
ん
な
に
大
切
に
思
っ
て
い
な
い
み
た
い
で

す
。
こ
の
世
に
事
実
は
な
く
て
、
解
釈
の
み
が
存
在
す

る
っ
て
言
葉
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
う
だ
ろ
う
な
と
思

っ
て
い
て
、
そ
こ
ま
で
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
人
間
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

う
し
て
い
る
の
か
な
っ
て
思
っ
ち
ゃ
う
。

サ
ン
カ
の
人
た
ち
は
そ
う
い
う
意
識
で
は
な
い
。
生

ま
れ
て
か
ら
の
環
境
が
ず
っ
と
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
当

た
り
前
の
よ
う
に
や
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
違
い
と

い
う
の
は
大
き
い
な
と
思
い
ま
す
。
今
、
サ
ン
カ
が
い

た
ら
、
撮
っ
て
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。

─
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と

劇
映
画
を
両
方
撮
ら
れ
て

き
ま
し
た
が
、
棲
み
分
け

は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

笹
谷
　
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
を
撮
る
と
き
に
、
現
実

を
自
分
の
目
線
や
願
望

で
規
定
し
ち
ゃ
う
と
い

う
こ
と
が
起
き
ま
す
け
ど
、

そ
れ
は
良
く
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
た
だ
「
馬

あ
り
て
」
を
撮
っ
た
と
き

に
、
い
つ
の
間
に
か
そ
う

し
て
い
る
自
分
も
い
ま

し
た
。「
撮
ら
せ
て
も
ら

っ
て
る
の
に
、
何
を
選
別

し
て
る
ん
だ
」
と
い
う
思

い
が
自
分
自
身
で
本
当

に
強
く
て
。
そ
れ
が
結
構

つ
ら
か
っ
た
で
す
よ
ね
。
美
し
い
も
の
し
か
撮
り
た
く

な
い
、
っ
て
何
様
だ
よ
と
。
た
だ
、
も
し
か
し
た
ら
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
意
味
、
活
路
が
あ
る
の
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
思
っ
て
い
る
美
し
い
も
の
が
撮

れ
る
世
界
が
、
見
い
だ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

─
サ
ン
カ
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
戦
後
、
作

家
の
三
角
寛
が
世
に
広
く

知
ら
し
め
た
経
緯
が
あ
り

ま
す
が
、
中
に
は
演
出
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

笹
谷
　
三み

角す
み

寛か
ん

に
つ
い
て

少
し
触
れ
る
と
、
彼
は
戦

前
に
サ
ン
カ
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
小
説
で
大
流
行
し

て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
時

代
、
実
際
に
サ
ン
カ
の
人

た
ち
が
身
の
回
り
に
い
て
、

で
も
、
謎
が
多
い
な
っ
て

多
く
の
人
が
感
じ
て
い
た
。

そ
こ
で
三
角
寛
が
う
ま
い

こ
と
、
猟
奇
小
説
と
か
犯

罪
小
説
と
か
で
そ
の
穴
を

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
埋
め
て
、

ば
っ
と
世
に
出
た
。

終
戦
後
、
三
角
寛
は
サ
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『山歌』ポスター

か
に
無
力
か
と
い
う
世
界
。
そ
れ
が
山
の
世
界
か
な
と
。

と
に
か
く
そ
れ
を
な
ん
と
か
映
画
に
で
き
な
い
か
な
と

四
苦
八
苦
し
た
の
が
『
山
歌
』
で
し
た
。

─
監
督
、
俳
優
さ
ん
も
撮
影
に
臨
み
な
が
ら
、
自
然
に
試

さ
れ
て
い
た
面
も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

笹
谷
　
役
者
さ
ん
も
ス
タ
ッ
フ
も
ヒ
ル
と
蚊
が
延
々
と

襲
っ
て
く
る
の
で
、
常
に
気
遣
い
な
が
ら
集
中
し
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
主
演
の
杉す

ぎ

田た

雷ら
い

麟る

さ
ん
が
メ

モ
付
け
て
い
た
の
で
す
が
、
雨
が
降
っ
て
毎
日
撮
影
が

中
断
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
都
会
生
活
で
は
不
快

と
思
わ
れ
る
こ
と
を
全
身
に
浴
び
て
撮
影
し
な
い
と
い

け
な
い
わ
け
で
、
最
初
は
撮
れ
な
い
な
と
思
っ
た
ら
し

い
で
す
が
、
い
つ
の
間
に
か
「
撮
ら
せ
て
も
ら
っ
て
、

あ
り
が
た
い
」
と
い
う
感
覚
に
陥
っ
た
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。「
普
通
の
撮
影
だ
っ
た
ら
最
悪
な
環
境
だ
っ

た
と
思
う
。
で
も
、
こ
の
映
画
を
撮
る
に
は
最
高
な
環

境
だ
っ
た
」
と
い
う
彼
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。
自
分
も
含
め
て
身
の
回
り
の
す
べ
て
が
生
か
さ
れ

た
世
界
、
人
間
が
つ
か
さ
ど
ら
な
い
世
界
、
そ
れ
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

─
こ
れ
か
ら
の
映
画
づ
く
り
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

笹
谷
　
宮み
や

本も
と

常つ
ね

一い
ち

さ
ん
の
映
画
に
今
取
り
組
ん
で
い
て
、

『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
を
モ
チ
ー
フ
に
彼
が
見
て
き

た
一
九
六
五
年
以
前
の
世
界
を
い
か
に
映
画
化
で
き
る

か
。
彼
が
見
て
き
た
日
本
人
と
自
然
の
関
係
を
、
伝
え

た
い
で
す
。

─『
山
歌
』は
一
つ
の
テ
ー
マ
と
い
う
よ
り
も
、
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
断
片
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い

う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
表
現
の
意
図
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

笹
谷
　
最
近
気
付
い
た
の
で
す
が
、
主
人
公
の
少
年
が

私
の
父
親
と
同
い
年
だ
っ
た
ん
で
す
。
昭
和
二
十
四
年

生
ま
れ
。
私
は
高
校
生
ぐ
ら
い
の
時
か
ら
親
父
の
世
代

に
生
ま
れ
た
か
っ
た
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何

で
こ
ん
な
現
代
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う

思
い
が
強
く
て
。
高
度
経
済
成
長
期
に
青
春
時
代
を
過

ご
し
た
人
た
ち
の
楽
し
さ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
み
た
い
な
も

の
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
私
は
六
〇
年
代
、
七

〇
年
代
の
映
画
が
大
好
き
な
の
で
、
あ
の
時
代
の
映
画

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
共
有
で
き
た
彼
ら
が
羨
ま
し
く
て
。

震
災
と
原
発
事
故
の
後
に
、
今
ま
で
自
分
が
良
し
と

し
て
き
た
資
本
主
義
的
な
価
値
観
を
見
直
さ
な
い
と
い

け
な
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
も
し
か
し
た
ら
親
父
の
世

代
が
一
番
幸
せ
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
と
思
っ
て
。
小
さ

い
時
は
貧
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
、
戦
争

も
経
験
せ
ず
、
ど
ん
ど
ん
膨
張
し
て
い
く
日
本
社
会
の

中
で
ち
ゃ
ん
と
子
ど
も
も
育
て
ら
れ
て
。
も
ち
ろ
ん
大

変
な
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
。
で
も
彼
ら
が
膨

張
主
義
で
や
っ
て
き
た
こ
と
の
つ
け
を
、
私
じ
ゃ
な
く

て
私
の
子
ど
も
が
払
う
と
い
う
こ
と
に
気
付
い
て
し
ま

っ
て
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
高
度
経
済
成
長
の
あ
の
辺

り
の
こ
と
を
一
回
自
分
な
り
に
探
っ
て
み
た
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

─
映
画
の
意
図
は
、
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

に
も
思
え
た
し
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
現
代
社
会
を
批
判

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
し
た
。

笹
谷
　
現
代
に
関
し
て
は
批
判
的
で
す
よ
ね
。
た
だ
山

で
恐
怖
の
片
鱗
を
感
じ
た
体
験
が
す
ご
く
大
き
い
で
す
。

現
代
社
会
で
は
死
を
ケ
ガ
レ
と
し
て
扱
っ
て
、
日
常
か

ら
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
て
し
ま
い
ま
す
け
ど
、
山
の
中

に
入
っ
た
と
き
に
、
死
と
生
と
い
う
の
は
も
っ
と
混
然

一
体
と
し
て
い
る
と
い
う
の
を
直
観
し
ま
し
た
。
自
然

の
中
で
は
目
の
前
で
生
命
が
抜
け
落
ち
て
い
く
こ
と
も

日
常
茶
飯
事
で
す
。
だ
か
ら
サ
ン
カ
の
人
た
ち
の
目
線

も
現
代
人
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
世
界
を
見
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
人
間
が
生
き
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
以

外
の
大
い
な
る
も
の
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
い

取
材
執
筆
│
矢
田
海
里（
や
だ
か
い
り
）

ラ
イ
タ
ー
。
著
書
に
『
潜
匠
　
遺
体
引
き

上
げ
ダ
イ
バ
ー
の
見
た
光
景
』（
柏
書
房
）。

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。

長崎県／小川千恵子様　大阪府／家田実恵子様
奈良県／助田常盤様　　愛知県／鹿野啓子様
埼玉県／保坂順子様

曹洞禅グラフ164（春）号プレゼント、鈴木聖
道師の「書」は次の方々が当選されました。

今回の特集にご
登場頂いた笹谷
遼平氏による監
督作品『山歌』の
サイン付きパン
フレットを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。
………………………2023年11月末必着

先日は『仏教企画通信』と『曹洞禅グラフ』
をお送りいただきまして、誠にありがと
うございました。奈良修一さんの記事は
お父上の奈良先生の思想を継承しておら
れ感慨深く拝読させていただきました。
また、島薗先生の『仏教人類学の諸相』の

「序」は期待通りの文章で、素晴らしく感
心いたしました。

� 東京都�佐藤憲昭�様
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前
植
田

水な
み

面も

空
茜
る
映
に

県
島
広

　

之
宣
畑
小

し
と
う
よ
え
植
ら
か
れ
こ
は
合
場
の
句
の
こ
。
と
こ

昨
。
い
た
見
と
景
の
朝
早
ら
か
だ
と
こ
の
田
る
い
て

、
し
耕
を
田
る
す
を
え
植
田
日
翌
に
ち
う
の
日

均

、
し

。
す
で
の
る
い
で
ん
込
り
映
く
し
美
が
色
茜
の
空
に
面

し
弁
代
を
え
構
気
の
夫
農
る
ま
始
ら
か
れ
こ
で
る
ま

。
か
ん
せ
ま
り
あ
は
で
る
い
て

県
岡
静

　

子
淑
澤
亀

大
が
ち
た
供
子
の
こ
、
ら
な
日
の
供
子
が
れ
そ
。
す

。
す
で
り
か
ば
る
祈
を
と

朝
の
春
る
れ
ふ
あ
顔
笑
の
谷
大

都
京
東

　

子
博
嵐
十
五

躍
活
。
た
し
ま
れ
く
て
え
与
を
力
と
気
勇
に
人
本
日

で
本
日
は
子
様
の
躍
活
で
の
な
カ
リ
メ
ア
が
台
舞
の

楽
が
の
る
来
が
朝
で
げ
か
お
。
す
で
の
る
な
に
朝
は

。
た
し
ま
り
な
に
み
し

り
け
に
り
な
と
り
通
座
銀
の
機
植
田

県
重
三

　

美
良
奈
屋
苅

め
勤
社
会
段
普
は
人
る
す
作
操
を
機
え
植
田
、
が
う

。
す
で
の
い
多
が
日
祝
や
日
土
で
の
る
い
て
れ
さ
を

の
る
す
躍
活
が
機
え
植
田
に
斉
一
も
家
の
ど
ら
か
だ

。
す
で

詠
者
選

 

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

 う
ま
し
て
出
に
夏
のク
ン
ム
口
出
下
地
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詩
竹
崎
尾

俳
句

募
集

選
』
フ
ラ
グ
禅
洞
曹
『

・
選

詩
竹
崎
尾

おざき　たけし◉ 1947 年　徳島県阿南市生まれ。2016 年　現代俳句協会理事。2019 年より神奈川県現代俳句協会会長

みなさまのご応募をお待ちしておりま
す（お一人3作品まで）

作品、住所、氏名、電話番号を明記し
て下記のいずれかにてお寄せください。
1 はがき、封書で投稿
 送り先・〒252-0116
 相模原市緑区城山4-2-5　
 仏教企画
 『曹洞禅グラフ』俳句募集係宛
2 Eメールで投稿
 fujiki@water.ocn.ne.jp

　　　 2023年11月末（末日消印有効）

●ご応募の中から優秀な作品を選び、
誌上にて発表する予定です。

●更に年に1回冬号（新年号）にて年間
優秀作品を選出し、記念品を贈呈し
ます。

12

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 2023年11月末（末日消印有効）

ん

が

蛇
及
蝮つ

ぶ

蠍つ

か

気け

毒く

ど

煙ん

え

火
燃ん

ね

念ん

ね

彼
観ん

か

音ん

の

力き

り

尋ん

じ

声
自
回
去

毎
日
書
道

ご家族のみなさまのご応募をお待ちしております

家
書

　

山
松

姸
流

作品
募集
お手本を参考にして、作品を半紙（横向、お名前は左側）に書いてご応募ください。（無料）
ご応募の中から優秀な作品を選び、年に1度誌上で発表し、記念品を贈呈します。
住所、氏名、電話番号を明記して作品をどしどしお寄せください。
161号（夏号）～164号（春号）の審査発表は167号（冬号）にて行ないます。
165号（夏号）～168号（春号）の審査発表は171号（冬号）にて行ないます。

蚖
や
蛇び

へ

や
蝮し

む
ま

や
蠍り

そ
さ

の
火
煙
が
毒
く
吐
が
ら
れ
そ

 ば
れ
ず
念
を
力
の
音
観
の
彼

 

ら
自

回ぐ
め

る
あ
で
の
る
去
り

り
よ」
偈
品
門
普
「』
経
華
法
『

訳
　

外
劫
山
丸

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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5

仏
法
に
よ
る
安
ら
か
な
未
来
に
向
か

う
八
つ
の
指
針
「
八
正
道
」。
今
回
は

四
つ
目
「
正
業
」
を
参
究
い
た
し
ま
す
。

仏
教
で
「
業ご
う

」
と
は
身
体
行
為
を
意

味
し
ま
す
。
仏
法
に
は
、
真
の
安
心
や

幸
福
に
向
か
う
た
め
の
規
範
が
示
さ
れ

た
「
十
戒
」
と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
十
の
言
葉
で
示
さ
れ
て
お
り
、

内
容
に
よ
っ
て
身
体
・
言
葉
・
心
の
規

範
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
正

業
」
は
、
身
体
規
範
領
域
の
「
戒
」
と

対
応
し
て
お
り
ま
す
。「
十
戒
」
の
う

ち
身
体
規
範
の
「
戒
」
は
以
下
の
三
つ

で
す
。

 
❖

不ふ

殺せ
っ

生し
ょ
う

戒か
い

：「
殺
さ
な
い
」規
範

全
て
の
生
物
は
殺
さ
ず
生
き
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。「
殺
さ
な
い
」
規
範

と
は
、
生
き
る
た
め
殺
生
は
必
需
と
い

う
事
実
か
ら
目
を
逸
ら
さ
ず
、
必
要
以

上
の
殺
生
を
し
な
い
誓
い
を
立
て
、
い

の
ち
へ
感
謝
と
尊
厳
の
意
思
を
忘
れ
ず

に
、
注
意
深
く
「
殺
す
」
行
為
と
向
き

合
い
続
け
る
こ
と
で
す
。

 
❖

不ふ

偸ち
ゅ
う
盗と
う
戒か
い
：「
盗
ま
な
い
」規
範

盗
む
行
為
と
は
、
他
人
の
も
の
を
無

く
す
こ
と
で
傷
つ
け
た
り
不
利
益
な
状

態
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
財
物
に

限
ら
ず
、
相
手
の
喜
び
や
安
心
の
日
常

を
奪
う
こ
と
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

「
盗
ま
な
い
」
規
範
と
は
、
自
分
は
必

ず
何
か
を
盗
ん
で
い
る
事
実
か
ら
目
を

逸
ら
さ
ず
、
奪
う
の
で
は
な
く
分
か
ち

合
う
意
思
を
忘
れ
ず
に
、
注
意
深
く

「
盗
む
」
行
為
と
向
き
合
い
続
け
る
こ

と
で
す
。

 
❖

不ふ

邪じ
ゃ
淫い
ん
戒か
い
：「
健
全
で
あ
る
」規
範

不
健
全
な
行
為
と
は
、
淫
欲
に
よ
る

執
着
心
か
ら
調
和
を
乱
し
、
身
心
両
面

へ
傷
み
を
与
え
る
こ
と
で
す
。
互
い
に

合
意
し
て
の
健
全
な
性
的
行
為
は
安
心

や
力
に
な
り
う
る
も
の
で
す
が
、
合
意

の
な
い
性
的
行
為
は
自
由
や
幸
福
に
生

き
る
権
利
を
奪
う
も
の
で
す
。「
健
全

で
あ
る
」
規
範
と
は
、
自
ら
の
不
健
全

さ
を
認
め
、
だ
か
ら
こ
そ
健
全
さ
へ
と

進
む
偏
ら
な
い
心
と
調
和
へ
の
意
思
を

忘
れ
ず
に
、
注
意
深
く
「
不
健
全
な
」

行
為
と
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
で
す
。

こ
の
三
つ
の
「
戒
」
へ
の
大
切
な
意

思
を
経
る
こ
と
で
は
じ
め
て
「
正
業
」

と
な
る
の
で
す
。

今
回
は
、
前
傾
姿
勢
で
揺
れ
る
こ
と

で
首
肩
周
辺
筋
肉
を
緩
め
る
「
う
な
だ

れ
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
。「正

し ょ う

業
ご う

」～なにを行うか～

イスに座り、脚を肩幅より広
がらない程度に開き、足

裏をしっかり床につけ、お尻と
両足裏の三点で下半身を安定さ
せます。両腕や首はじめ上半身
全体の力を抜き、前にゆっくり
倒れ込んでいきます。腰に痛み
が出ない程度の位置で止め、軽
い前屈状態のまま、腰や背中を
前後に揺らしていきます。それ
に伴って力を抜いている両腕が
振り子のように揺れているのを
感じていきます。

同様の座り姿勢にて上半身
全体の力を抜き、前にゆ

っくり倒れ込んでいきます。軽い
前屈状態のまま、腰や背中を左
右に揺らしていきます。それに伴
って力を抜いている両腕が振り
子のように揺れているのを感じ
ていきます。腕の力が抜けたま
ま心地よく揺れている状態を進
めるべく、腰や背中の動かし方
を調整します。首も力を抜いた
まま揺れに追随すべく動かしま
す。

座り方や力の抜く部位、前
屈具合は同様です。力を

抜いている両腕や首が揺れるよ
う、腰や背中にて上半身全体を
揺らし続けます。前後や左右揺
れにこだわらず斜めや回旋を取
り入れても結構です。揺れの幅
やリズムも自由です。重要なのは、
揺れの心地よさを感じられるよ
う動きを調節し続けることです。
結果として首肩周辺の筋肉は力
が抜けたままストレッチされ緩
んできます。

前
後
揺
れ

　
左
右
揺
れ

随
時
揺
れ

123

八
はっ

正
しょう

道
どう

的 く ら し か た安 ら か な
 未 来 に 向 か う

藤
井
隆
英



17 16

アーユルヴェーダの施術
に使用されるハーブたち。
多くはルワンティさんが
育てていて、用途により
乳鉢などで潰し混ぜる。

シロダーラは頭にたいする施術
で、このポットに温めた油注ぎ、
ゆっくりと額に垂らし続ける。

ルワンティさんのブレンドしたハーブティーを頂きながらお話しをうかがった。

著者とルワンティさん。

太
瑞
知
見
（
以
下
、
知
見
）　
ル
ワ
ン
テ
ィ
先
生
、
は
じ

め
ま
し
て
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ル
ワ
ン
テ
ィ
・ 

ジ
ャ
ヤ
ラ
テ
ナ
（
以
下
、
ル
ワ
ン
テ
ィ
）　

ア
ユ
ボ
ワ
ン
、
は
じ
め
ま
し
て
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

知
見
　
ル
ワ
ン
テ
ィ
先
生
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
出
身
で

す
よ
ね
。
幼
い
頃
か
ら
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
に
は
親
し

ま
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
小
さ
い
頃
か
ら
人
を
ケ
ア
す
る
の
が
好

き
で
、
高
校
生
の
時
か
ら
医
者
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
病
院
に
行
く
と
、
医
者

が
処
方
箋
を
出
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
に
書
か
れ
た
薬

草
な
ど
を
自
分
で
集
め
て
、
薬
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

薬
草
を
は
か
り
で
量
っ
た
り
、
乳
鉢
で
擦
っ
た
り
し
て
。

知
見
　
え
？
　
自
分
で
調
剤
を
し
て
い
た
の
で
す
か
？

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
そ
う
で
す
。
乾
燥
し
た
薬
草
は
マ
ー
ケ

ッ
ト
で
買
っ
て
、
新
鮮
な
薬
草
が
必
要
な
場
合
に
は
、

山
に
探
し
に
行
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
採
っ

て
き
た
薬
草
を
家
の
庭
に
栽
培
し
て
も
い
ま
し
た
。
ス

リ
ラ
ン
カ
で
は
庭
に
ハ
ー
ブ
を
植
え
て
い
る
人
が
多
い

の
で
す
よ
。
で
も
、
う
ち
に
た
く
さ
ん
の
ハ
ー
ブ
が
植

え
て
あ
る
の
で
、
近
所
の
人
た
ち
か
ら
「
私
の
薬
も
作

っ
て
」
と
頼
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。

私
は
禅
僧
で
あ
り
薬
剤
師
で
も
あ
る
。
薬

学
と
仏
教
学
を
学
ん
だ
。
二
つ
の
異
な
る
視

点
か
ら
眺
め
る
と
、
新
し
い
様
相
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
双
眼
鏡
で
遠
く
の
景

色
を
眺
め
る
よ
う
に
、
漠
然
と
し
た
も
の
を

詳
細
に
見
せ
て
く
れ
る
。
い
ま
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
世
界
の
有
り
様
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

今
回
、
仏
教
企
画
か
ら
「
仏
教
と
伝
統
医

学
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
い
た
だ
い
た
。
伝
統

医
学
と
仏
教
が
交
差
す
る
ポ
イ
ン
ト
に
立
っ

て
、
そ
こ
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
と
い
う
の
だ
。

こ
れ
は
双
眼
以
上
に
多
く
の
視
点
か
ら
眺
め

る
試
み
だ
。
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
や
チ
ベ
ッ

ト
医
学
、
中
医
学
、
ユ
ナ
ニ
医
学
な
ど
の
伝

統
医
学
の
方
々
と
対
話
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

医
学
の
特
徴
や
宗
教
と
の
関
連
性
を
探
り
た

い
と
思
う
。
ど
の
よ
う
な
風
景
が
広
が
っ
て

い
る
の
か
、
と
て
も
楽
し
み
だ
。

ルワンティ・  ジャヤラテナさん

インド伝統医学　アーユルヴェーダ医師

イ ン タ ビ ュ ー

太
瑞
知
見
（
た
い
ず
い
・
ち
け
ん
）

長
崎
県
玉
峰
寺
住
職
、
薬
剤
師
。

九
州
大
学
大
学
院
で
薬
学
を
修
め
、

そ
の
後
駒
澤
大
学
大
学
院
（
仏
教

学
）
修
了
。
古
代
イ
ン
ド
の
医
学

書
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』

の
邦
訳
の
一
部
を
担
い
、
原
始
仏

典
を
薬
学
の
知
識
を
も
っ
て
読
み

解
い
た
『
お
釈
迦
さ
ま
の
薬
箱
』

（
河
出
書
房
新
社
）
を
上
梓
。
そ

の
後
も
科
学
と
仏
教
の
交
わ
り
を

優
し
い
語
り
口
で
説
く
随
筆
を
多

数
発
表
。
ま
た
、
学
生
や
外
国
人

に
対
す
る
坐
禅
指
導
や
法
話
も
行

な
っ
て
い
る
。
現
在
、
曹
洞
宗
宗

務
庁
刊
『
て
ら
ス
ク
ー
ル
』『
禅

の
友
』
で
連
載
中
。

太
瑞
知
見

仏
教
とと

伝
統
医
学

仏
教
とと

伝
統
医
学

1
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カスドゥリウコン（Kasturi turmeric）。アーユルヴェーダの施術につかわれるハーブと油。昔アーユルヴェーダのハーブを持って行く時使った入れ物。牛の角で作ってある。

知
見
　
な
る
ほ
ど
。
深
い
で
す
！
　

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
、
心
の
健
康
の
た
め
に
何

を
す
す
め
て
い
ま
す
か
？

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
色
々
な
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す

が
、
簡
単
に
で
き
る
の
は
瞑
想
で
す
ね
。
朝
の
瞑
想
や
、

夜
寝
る
前
の
瞑
想
は
い
い
で
す
よ
。

知
見
　
お
！
　
私
も
毎
朝
、
坐
禅
を
組
ん
で
い
ま
す
。

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
そ
れ
は
い
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
朝
に

お
白
湯
を
飲
む
こ
と
は
身
体
に
い
い
で
す
。
こ
れ
も
簡

単
に
で
き
ま
す
の
で
、
朝
の
習
慣
に
し
て
み
て
下
さ
い
。

心
と
身
体
は
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
大
切
に

し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

知
見
　
身
体
に
よ
い
食
事
っ
て
あ
り
ま
す
か
。

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
一
〇
〇
％
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
食
材
を
お
勧

め
し
ま
す
。
自
然
は
偉
大
で
す
。
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
を

食
べ
た
く
な
る
気
持
ち
も
分
か
り
ま
す
が
、「
一
〇
〇

％
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な
食
材
が
あ
る
の
に
、
な
ん
で
体
に
悪

い
も
の
を
食
べ
る
の
！
」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
笑
）

知
見
　「W

e are what we eat

（
私
た
ち
は
、
食
べ
た
も

の
か
ら
で
き
て
い
る
）」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
も
の
ね
。

口
に
入
れ
る
も
の
に
は
、
も
っ
と
感
心
を
持
っ
た
方
が

い
い
で
す
ね
。

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
そ
う
で
す
ね
。
日
本
の
皆
さ
ん
は
ラ
ッ

キ
ー
で
す
よ
。
日
本
食
は
素
晴
ら
し
い
で
す
！
　
本
当

に
健
康
に
よ
い
も
の
で
す
！
　
食
材
も
良
い
で
す
が
、

味
付
け
も
味
噌
や
出
汁
な
ど
を
使
っ
て
、
自
然
の
も
の

が
多
く
て
、
素
晴
ら
し
い
健
康
食
で
す
！

知
見
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
に
、
ル
ワ
ン

テ
ィ
さ
ん
の
こ
れ
か
ら
の
夢
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
大
好
き
な
日
本
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
を
も
っ
と
広
め
て
い
き
た
い
で
す
。

魂
も
、
心
も
身
体
も
、
健
康
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

知
見
　
ホ
ー
ム
レ
メ
デ
ィ
（
家
庭
薬
）
で
す
ね
！
　
と
ん

で
も
な
い
高
校
生
だ
（
笑
）　
医
師
を
目
指
さ
れ
た
の
も
、

自
然
の
流
れ
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
大
学
に
入
る
と
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
古
典
書
か
ら
も
医
学

を
学
ぶ
の
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の
シ
ュ
ロ
ー
カ
（
詩
）

を
覚
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
大
変
で
し
た
。

薬
の
作
り
方
な
ど
も
、
シ
ュ
ロ
ー
カ
で
覚
え
る
の
で
す
。

こ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

「
チ
ェ
ー
タ
ナ
ー
ハ
ン
・
ビ
ッ
カ
ヴ
ェ
ー
・
カ
ン
マ
ン
・

ヴ
ァ
ダ
ー
ミ（cetanāʼha ṃ

 bhikkhave kam
m

a ṃ
 vadām

i

）」

が
好
き
で
す
。
チ
ェ
ー
タ
ナ
ー
、
つ
ま
り
「
考
え
か
た
」

の
大
切
さ
を
説
い
た
も
の
で
す
よ
ね
。

知
見
　
な
ん
と
！
　
初
期
仏
典
の
フ
レ
ー
ズ
ま
で
覚
え

て
い
る
の
で
す
か
！
　「
意
思
は
業
で
あ
る
」
と
い
う

増
支
部
経
典
の
言
葉
で
す
ね
。
日
本
で
は
「
チ
ェ
ー
タ

ナ
ー
」
を
よ
く
「
意
思
」
と
訳
す
る
の
で
す
が
、「
考
え

／
考
え
か
た
」
と
解
釈
す
る
と
、
よ
り
分
か
り
や
す
い

で
す
ね
。「
考
え
か
た
が
行
動
に
つ
な
が
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
ね
！

ル
ワ
ン
テ
ィ
　
そ
う
で
す
！
　
こ
の
言
葉
は
「
考
え
た

後
に
、
身
体
と
言
葉
と
心
に
よ
っ
て
行
動
を
お
こ
す
」

と
続
き
ま
す
。
善
い
「
考
え
か
た
」
は
、
と
て
も
大
切

で
す
。
で
も
、
自
分
の
「
考
え
」
は
自
分
に
し
か
分
か

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
「
考
え
か
た
」
は
、
自
分
で
善
く

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ

医
師
は
、
そ
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の

で
す
。

Ruwanthi Jayarathna
（ルワンティ ジャヤラテナ）
1985 年、スリランカ生まれ。
同国のケラニア大学を卒業後、
アーユルヴェーダの医師に。
2015 年に来日。2018 年 5 月、
熊本にアーユルヴェーダとヨ
ガスクールをオープン。
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厚
生
労
働
省
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
令
和
三
（
二
〇
二

二
）
年
度
の
平
均
寿
命
は
、
男
性
が
八
一
・
四
七
歳
、

女
性
が
八
七
・
五
七
歳
に
な
っ
た
。
男
性
の
平
均
寿
命

が
五
十
歳
を
超
え
た
の
は
一
九
四
七
年
だ
か
ら
、
七
十

五
年
間
で
、
平
均
寿
命
は
三
十
年
以
上
も
延
び
た
こ
と

に
な
る
。
ち
な
み
に
道ど
う

元げ
ん

禅
師
や
瑩け
い

山ざ
ん

禅
師
の
時
代
に
、

鎌
倉
市
内
に
居
住
し
て
い
た
一
般
人
の
平
均
死
亡
年
齢

は
わ
ず
か
二
十
四
歳
ほ
ど
だ
っ
た
。

目
を
世
界
に
転
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
ス
、
イ

ス
ラ
ム
教
の
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
何
年
く
ら
い
宣
教
し
、

何
歳
く
ら
い
で
死
を
迎
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
イ
エ
ス
は

た
っ
た
二
～
三
年
の
宣
教
の
後
、
三
十
三
歳
で
処
刑
さ

れ
た
ら
し
い
。
ム
ハ
ン
マ
ド
は
宣
教
が
二
十
年
あ
ま
り

で
、
六
十
二
歳
前
後
の
と
き
、
猛
烈
な
頭
痛
に
苦
し
み

な
が
ら
死
去
し
た
。
圧
倒
的
に
長
寿
だ
っ
た
の
は
ゴ
ー

タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
だ
。
四
十
五
年
間
の
宣
教
の
後
、
八
十

歳
で
、
お
そ
ら
く
食
中
毒
か
赤
痢
に
罹
患
し
て
入
に
ゅ
う 

滅め
つ

し
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
三
大
宗
教
の
開
祖

の
う
ち
、
ブ
ッ
ダ
は
最
も
成
熟
し
老
成
し
た
人
物
だ
っ

た
と
い
え
る
。

一
方
、
八
世
紀
前
半
に
活
動
し
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
史
上
、
最
高
の
天
才
哲
学
者
と
い
わ
れ
る
ア
ー

デ
ィ
・
シ
ャ
ン
カ
ラ
（
初
代
シ
ャ
ン
カ
ラ
）
は
三
十
代
前

半
で
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。
一
三
世
紀
の
後
半
に
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
一
派
で
ヴ
ィ
ッ
タ
ル
神
に
対
す
る
信

仰
の
指
導
者
と
し
て
活
動
し
た
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ネ
ー
シ
ュ

ヴ
ァ
ラ
は
、
僅
か
二
十
一
歳
と
い
う
若
さ
で
入
に
ゅ
う  

定
じ
ょ
う
し

た
と
伝
え
ら
れ
る
。

仏
教
と
超
長
寿
時
代

正
木
晃　
写
真
｜
金
子
悟

正木晃
（まさき・あきら）
宗教学者。一九五三年、
神奈川県生まれ。国際
日本文化研究センター
客員助教授を経て、慶
應義塾大学、立正大学
講師。『「千と千尋」のス
ピリチュアルな世界』な
ど多数の著書がある。 
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か
れ
ら
の
事
例
を
見
る

限
り
、
成
熟
や
老
成
と
は

縁
が
な
い
。
し
か
し
後
世

へ
の
影
響
は
絶
大
だ
っ
た
。

だ
か
ら
成
熟
や
老
成
は
、

す
ぐ
れ
た
宗
教
指
導
者
に

と
っ
て
、
必
須
の
条
件
で

は
な
い
。
た
だ
し
超
長
寿

時
代
を
迎
え
た
現
代
の
日

本
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
平
均

寿
命
に
も
満
た
な
い
年
齢

で
死
去
し
て
し
ま
う
と
、

や
は
り
宗
教
指
導
者
と
し

て
の
資
質
を
疑
わ
れ
か
ね

な
い
。

そ
の
点
で
は
、
ブ
ッ
ダ

に
ま
さ
る
宗
教
指
導
者
は
見
当
た
ら
な
い
。
ブ
ッ
ダ
の

最
晩
年
に
つ
い
て
は
、
原
始
仏
典
の
『
マ
ハ
ー
・
パ

リ
・
ニ
ッ
バ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
（
大
般
涅
槃
経
）』
を
読

む
と
、
酷
暑
の
最
中
、
老
齢
の
ブ
ッ
ダ
が
血
便
を
垂
ら

し
、
激
し
い
苦
痛
に
耐
え
な
が
ら
歩
い
て
い
っ
た
と
書

か
れ
て
い
る
。「
私
は
も
う
老
い
朽く

ち
、
齢
よ
わ
い
を
か
さ
ね

老
衰
し
、
人
生
の
旅
路
を
通
り
過
ぎ
、
老
齢
に
達
し
た
。

古
ぼ
け
た
車
が
革
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
や
っ
と
動
い
て

行
く
よ
う
に
、
恐
ら
く
私
の
身
体
も
革
紐
の
助
け
に
よ

っ
て
も
っ
て
い
る
」
と
も
ブ
ッ
ダ
自
身
が
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
い
て
、
ブ
ッ
ダ
は
死
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
冷

静
さ
を
保
ち
つ
づ
け
、
弟

子
た
ち
は
も
と
よ
り
、
か

か
わ
り
の
あ
る
人
々
に
対

す
る
懇
切
丁
寧
な
配
慮
を

欠
か
さ
な
か
っ
た
。
な
か

で
も
さ
す
が
と
思
わ
せ
る

の
は
、
食
中
毒
か
赤せ
き

痢り

の

原
因
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

食
事
を
捧
げ
た
鍛か

冶じ

工こ
う

の

チ
ュ
ン
ダ
に
対
す
る
配
慮

だ
。
し
き
り
に
声
を
か
け
、

わ
ざ
わ
ざ
頼
み
ご
と
を
し
、

慰
め
て
い
る
。
チ
ュ
ン
ダ

の
眼
に
も
「
師
は
全
く
疲

れ
切
っ
た
す
が
た
で
伏
し

て
い
る
」
と
映
っ
た
。
し

か
し
尊
敬
す
る
ブ
ッ
ダ
が

わ
ざ
わ
ざ
自
分
に
声
を
か
け
、
頼
み
ご
と
を
し
て
く
れ

た
こ
と
で
、
自
分
を
深
く
信
頼
し
て
く
れ
て
い
る
と
わ

か
り
、
彼
の
心
は
大
い
に
癒
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ

ら
に
入
滅
後
、
チ
ュ
ン
ダ
を
皆
が
非
難
し
な
い
よ
う
に
、

自
分
が
い
ち
ば
ん
信
頼
す
る
ア
ー
ナ
ン
ダ
を
介
し
て
つ

と
め
て
い
る
。
老
人
が
若
者
を
癒
す
。
人
を
育
て
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
真
の

意
味
で
成
熟
し
老
成
し
て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
行

き
届
い
た
配
慮
で
あ
る
。
超
長
寿
時
代
の
宗
教
指
導
者

は
、
こ
う
あ
り
た
い
。

写真｜金子 悟（かねこ  さとる）
1974年、横浜生まれ。早稲田大学芸術学校空間映像科卒。High Five Photos合同会社代表。
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「
日
本
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曹
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）か
ら
ス
タ
ー
ト
し
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、
ア
メ
リ
カ
や
イ
タ
リ
ア
で
仏
教
を
教
え
、

東
南
ア
ジ
ア
や
チ
ベ
ッ
ト
で
仏
教
を
学
び
、

三
十
年
に
わ
た
り
修
行
を
実
践
し
深
め
て
き

た
二
人
の
カ
リ
ス
マ
僧
侶
が
、
日
本
の
仏
教

を
根
底
か
ら
更
新
す
る
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