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「
お
か
し
い
」
私
の
自
分
語
り

　
は
じ
め
ま
し
て
。
著
述
・
翻
訳
家
の
魚
川
祐
司
と
申
し
ま

す
。
今
回
は
『
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た
ち
』
編
集
長
の

若
林
唯
人
さ
ん
よ
り
、「
あ
な
た
の
人
生
と
仏
教
に
つ
い
て

書
い
て
ほ
し
い
（
ざ
っ
く
り
）」
と
い
う
ご
依
頼
を
い
た
だ

い
て
、
こ
の
よ
う
に
執
筆
を
始
め
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
正

直
な
と
こ
ろ
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
の
前
で
頭
を
抱
え
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
私
は
昔
か
ら
、
こ
の
「
自
分
語
り
」
と
い
う

や
つ
が
、
大
の
苦
手
だ
か
ら
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
私
は
細
々
と
で
は
あ
り
ま
す
が
文
章
を
書
く

こ
と
で
収
入
を
得
て
い
ま
す
し
、
ま
た
と
き
に
は
聴
衆
の
前

に
出
て
一
人
で
お
話
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

T
P
O
に
即
し
た
定
型
的
な
自
己
紹
介
や
、
何
か
自
分
自
身

以
外
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
話
で
あ
れ
ば
、
た
ぶ

ん
そ
れ
な
り
に
上
手
く
や
れ
る
と
思
い
ま
す
。
私
が
苦
手
な

の
は
、
そ
の
よ
う
な
一
定
の
形
式
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、

一
見
「
自
由
な
」
自
分
語
り
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
系
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な

ど
に
顔
を
出
し
ま
す
と
、
し
ば
し
ば
「
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
と

い
う
時
間
が
持
た
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
皆
さ
ん
が
こ

こ
で
感
じ
た
こ
と
を
、
借
り
物
の
言
葉
で
は
な
く
、
あ
り
の

ま
ま
思
っ
た
通
り
に
、
自
由
に
語
り
合
っ
て
（
＝
分
か
ち

合
っ
て
、
シ
ェ
ア
し
て
）
み
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
や
つ
で
す

が
、
こ
う
い
う
場
で
求
め
ら
れ
る
自
分
語
り
が
、
私
の
最
も

苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
な
ぜ
苦
手
な
の
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
本
当
に
「
あ
り
の
ま

ま
思
っ
た
通
り
に
、
自
由
に
」
語
っ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、

問
題
な
い
の
で
す
。
私
の
頭
の
中
に
は
、
い
つ
も
断
片
的

（
で
、
し
ば
し
ば
無
意
味
）
な
言
葉
と
感
情
の
流
れ
が
渦
巻
い

て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
ア
ジ
フ
ラ
イ
ソ
ー
ス
」「
ポ
ッ
ペ

ケ
ス
タ
ラ
カ
ペ
ッ
ケ
ッ
コ
ー
」「（
フ
リ
ス
タ
に
は
書
け
な
い
性

的
な
妄
想
）」
み
た
い
な
感
じ
で
す
。

　
で
は
、
そ
の
場
で
実
際
に
心
に
浮
か
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
本
当
に
あ
り
の
ま
ま
、「
ポ
ッ
ペ
ケ
ス
タ
ラ
カ
ペ
ッ

ケ
ッ
コ
ー
」
だ
の
「（
フ
リ
ス
タ
に
は
書
け
な
い
性
的
な
妄

想
）」
だ
の
を
、
自
由
に
目
の
前
の
人
々
に
語
っ
て
も
よ
い

か
。
も
ち
ろ
ん
い
け
ま
せ
ん
よ
ね
。
人
々
は
よ
く
て
ド
ン
引

き
、
悪
け
れ
ば
、
私
を
そ
の
場
か
ら
追
い
出
す
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、「
あ
り
の
ま
ま
思
っ
た
通
り
に
、
自
由
に
」
語
っ

て
よ
い
と
は
言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
「
あ
り
の
ま

ま
」
に
も
「
自
由
」
に
も
、
暗
黙
の
範
囲
と
制
限
が
、
確
実

に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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司
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リ
ア
ル
人
生
の
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル

　
こ
う
し
て
い
ま
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
子
供
時
代
、
生
ま

れ
て
き
て
か
ら
だ
い
た
い
15
歳
く
ら
い
ま
で
の
、
私
の
精

神
生
活
は
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
な
に
し
ろ
、
親
や
教
師
や

級
友
た
ち
が
普
通
に
自
然
に
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
何
一
つ

「
普
通
」
に
も
「
自
然
」
に
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
に

違
和
感
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、
家
に
も
学
校
に
も
居
場
所
が

な
い
。
ま
さ
に
、「
ど
こ
もhom

e

で
は
な
か
っ
た
」
わ
け

で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
冒
頭
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
話
と
同
じ

こ
と
で
、
一
般
的
に
見
れ
ば
「
お
か
し
い
」
の
は
ど
う
考
え

て
も
私
の
方
で
す
か
ら
、
と
く
に
両
親
な
ど
に
は
苦
労
を
か

け
た
と
思
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
子
供
の
私
の
主
観
的
に
は
、

ま
あ
そ
れ
な
り
に
厳
し
い
日
々
で
し
た
。
周
囲
は
私
に
「
普

通
に
自
然
に
振
る
舞
い
な
さ
い
」
と
言
う
の
で
す
が
、
私
に

と
っ
て
の
「
普
通
」
や
「
自
然
」
は
周
囲
の
そ
れ
と
ズ
レ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
私
と
し
て
は
、
そ
こ
で
明
示
的
に
は

語
ら
れ
な
い
暗
黙
の
ル
ー
ル
を
、
ぶ
つ
か
る
た
び
に
血
を
流

し
な
が
ら
、
一
つ
ひ
と
つ
学
習
し
て
い
く
し
か
な
い
わ
け
で

す
。
こ
の
「
リ
ア
ル
人
生
の
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
」
に
、
だ
い

た
い
15
年
く
ら
い
か
か
り
ま
し
た
。

　
い
ま
で
も
印
象
的
に
覚
え
て
い
る
、
た
し
か
高
校
一
年
生

の
頃
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
夜
、
床
に
就
い
た
私
は
、

自
分
が
「
明
日
が
来
る
の
が
嫌
で
は
な
い
」
こ
と
に
ふ
と
気

が
つ
い
て
、
驚
き
ま
し
た
。
と
く
に
明
日
が
来
る
の
が
楽
し

み
だ
と
か
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ

「
嫌
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
プ
ラ
ス
で
も
マ
イ
ナ
ス
で
も

な
い
感
じ
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
私
は
、
こ
の
世
に
そ

う
い
う
心
理
状
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
ん
で

す
ね
。
い
ま
か
ら
振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
時
ま

で
の
私
は
、
常
に
胸
の
中
に
漬
物
石
を
抱
え
て
い
る
よ
う
な

精
神
状
態
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
漬
物
石
が
と
れ
た
経
験

が
な
か
っ
た
の
で
、「
つ
ら
く
な
い
気
持
ち
」
と
い
う
も
の

が
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

地
獄
が
現
実
の
全
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
外
部
」
は

存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
が
地
獄
だ
と
い
う
認
識

が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

　
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
も
ち
ろ
ん
人
生
で
つ
ら
い
こ
と

は
色
々
と
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
ん
な
経
験
で

あ
れ
、
あ
の
子
供
時
代
よ
り
つ
ら
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ

た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
と
い
う
の
も
、
い
ま
何
か
つ
ら
い
経
験
を
し
た
と
し
て

も
、
少
な
く
と
も
現
在
の
私
は
、「
つ
ら
く
な
い
状
態
と
い

う
も
の
が
こ
の
世
に
は
存
在
し
得
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は

知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
こ
れ
以
外
の
状
態
が
あ
り
得

る
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
あ

の
頃
よ
り
は
ず
い
ぶ
ん
ま
し
だ
と
、
心
か
ら
思
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
わ
け
で
、
16
歳
以
降
の
私
の
人
生
に
は
、
本
質

的
な
意
味
で
つ
ら
い
こ
と
は
、
主
観
的
に
は
あ
ま
り
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
後
に
な
っ
て
、
仏
教
の
本
を
書
い
た
り
話
を

し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、
一
部
の
方
か
ら
は
、

「
彼
は
仏
教
に
対
し
て
知
的
好
奇
心
し
か
抱
い
て
な
い
」
だ

と
か
、「
彼
か
ら
は
苦
が
感
じ
ら
れ
な
い
」
だ
と
か
、
そ
う

い
う
評
を
受
け
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
直
接
言
わ
れ
た
り

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

こ
の
あ
た
り
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
と
は
い
え
、
私
に
と
っ
て
は
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
生
々
し

い
苦
し
み
が
、
他
の
わ
り
と
多
く
の
方
々
に
と
っ
て
は

「
知
的
・
抽
象
的
」
な
も
の
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
理
解
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
方
々
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
ま
で
私
が
書
い
て

き
た
こ
と
も
、「
自
分
だ
け
が
特
別
だ
と
思
い
込
む
、
幼
児

的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
表
出
」
に
し
か
見
え
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
そ
れ
で
、
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
そ
の
お
考
え
の
方
が
正
し
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
ね
。

 

仏
教
が
私
に
く
れ
た
も
の

　
さ
て
、
そ
ん
な
わ
け
で
15
年
間
の
長
い
「
チ
ュ
ー
ト
リ

ア
ル
」
を
終
え
た
私
は
、
大
学
に
入
り
、
哲
学
科
に
進
学
し
、

そ
し
て
さ
ら
に
大
学
院
で
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
を
専
攻
し
ま

し
た
。
い
ま
考
え
る
と
、
こ
う
い
う
道
筋
を
辿
っ
て
き
た
の

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
稿
で
ず
っ
と
書
い
て
き
た
自
分
の

「
違
和
感
（U

nheim
lichkeit

）」
を
、
何
と
か
し
た
か
っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
周
囲
の
人
々
の
「
普
通
」
や

「
自
然
」
を
必
死
に
学
習
し
、
そ
こ
に
あ
る
暗
黙
の
ル
ー
ル

を
表
面
上
は
ト
レ
ー
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

私
が
そ
れ
を
本
当
に
心
か
ら
「
当
た
り
前
」
だ
と
思
え
る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
形
の
上
で
は
そ
れ
っ

ぽ
く
振
る
舞
い
な
が
ら
も
、
私
の
心
の
中
に
は
、
ず
っ
と

「
こ
れ
は
何
だ
!?
」
と
叫
び
続
け
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ

が
私
に
、
こ
う
い
う
道
を
進
ま
せ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、「
な
ぜ
仏
教
を
や
る
こ
と
に
し
た
の
で
す

か
」
と
、
よ
く
訊
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
究
極
的

に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、「
こ
の
違
和
感
が
私
を
後

仏
教
は
、
自
身
が
抱
え
続
け
て
き
た

根
源
的
な
苦
し
み
を
、

文
字
通
り
拭
い
取
っ
て
く
れ
た
。

　
お
察
し
の
通
り
、
こ
の
場
合
に
「
お
か
し
い
」
の
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
私
の
方
で
す
。「
普
通
」
の
人
で
あ
れ
ば
、

あ
り
の
ま
ま
に
思
っ
た
こ
と
を
自
由
に
語
れ
ば
、
そ
の
内
容

が
当
た
り
前
に
暗
黙
の
範
囲
と
制
限
の
内
に
収
ま
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
然
な
振
る
舞
い
が
そ
の
ま
ま

で
ル
ー
ル
の
範
囲
内
に
収
ま
る
か
ら
、
自
分
が
ル
ー
ル
を

守
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
意
識
す
る
必
要
が
な
い
わ
け
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
そ
う
し
た
「
普
通
」
の
方
々
に
と
っ
て
、
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
が
「
あ
り
の
ま
ま
思
っ
た
通
り
に
、
自
由
に
」
語

る
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、「
お
か
し
い
」
の
は

そ
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
な
い
私
の
方
で
す
。

　
の
っ
け
か
ら
、
な
ん
だ
か
や
や
こ
し
い
話
を
し
て
し
ま
っ

て
恐
縮
で
す
が
、
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
は
、
私
に
と
っ
て

は
、
多
く
の
方
に
と
っ
て
「
自
然
」
で
あ
り
「
当
た
り
前
」

で
あ
る
（
と
思
わ
れ
る
）
こ
と
が
、
あ
ま
り
そ
の
よ
う
に
は

感
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
症

状
は
私
の
子
供
時
代
に
は
、
も
っ
と
（
本
当
に
生
き
て
い
る
の

が
嫌
に
な
る
ほ
ど
に
）
程
度
の
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
以
下

で
は
、
そ
の
よ
う
に
「
お
か
し
い
」
生
ま
れ
つ
き
を
し
て
し

ま
っ
た
私
が
、
仏
教
か
ら
何
を
い
た
だ
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

当
た
り
前
の
こ
と
が
当
た
り
前
で
な
く
な
る
感
じ

　
ア
メ
リ
カ
で
禅
を
長
年
指
導
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
藤
田
一

照
師
（
曹
洞
宗
国
際
セ
ン
タ
ー
所
長
）
が
、
各
所
で
語
ら
れ
て

い
る
子
供
時
代
の
印
象
的
な
経
験
が
あ
り
ま
す
。
藤
田
師
が

10
歳
の
時
に
、
自
転
車
に
乗
っ
て
夜
道
を
走
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
星
空
を
見
上
げ
た
と
き
に
、「
こ
れ
は
何
だ
!?
」
と
、

頭
を
殴
ら
れ
る
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
れ
が
一
種
の
原

体
験
と
な
り
、
い
ま
禅
僧
を
や
っ
て
い
る
自
分
に
繋
が
っ
て

い
る
、
と
い
う
お
話
で
す
。

　
こ
の
「
こ
れ
は
何
だ
!?
」
感
と
い
う
の
を
、
先
ほ
ど
の
文

章
と
繋
げ
る
形
で
私
な
り
に
言
い
換
え
ま
す
と
、「
当
た
り

前
の
こ
と
が
当
た
り
前
で
な
く
な
る
感
じ
」
で
す
。
私
た
ち

が
普
通
の
精
神
状
態
で
社
会
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
時
に

は
、「
夜
道
」
も
「
自
転
車
」
も
、
そ
し
て
「
星
空
を
見
上

げ
る
私
」
も
、
改
め
て
疑
問
に
思
う
よ
う
な
必
要
は
全
く
な

い
、
ま
さ
に
「
当
た
り
前
」
に
理
解
で
き
る
事
態
で
す
よ
ね
。

「
私
は
10
歳
の
時
に
夜
道
を
自
転
車
で
走
っ
て
い
て
、
星
空

を
見
上
げ
ま
し
た
」。
な
る
ほ
ど
そ
う
で
す
か
。
で
も
自
転

車
で
走
り
な
が
ら
夜
空
を
見
上
げ
る
な
ん
て
危
な
い
よ
気
を

つ
け
て
ね
。
ま
あ
そ
れ
く
ら
い
の
も
の
で
す
。

　

　
し
か
し
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
そ
の
「
当
た
り
前
」
な
感

じ
、
少
し
固
く
言
い
換
え
れ
ば
「
自
明
性
」
が
、
剥
が
れ
落

ち
る
瞬
間
と
い
う
の
が
起
こ
り
得
ま
す
。
い
や
い
や
ち
ょ
っ

と
待
っ
て
。「
夜
道
で
」「
僕
が
」「
自
転
車
で
」「
走
っ
て
」

「
星
空
を
」「
見
上
げ
て
い
る
」。
こ
れ
は
全
然
「
当
た
り

前
」
じ
ゃ
な
い
よ
。
な
ん
で
僕
は
こ
れ
を
「
当
た
り
前
」
だ

と
思
っ
て
い
る
の
か
。「
こ
れ
は
何
だ
!?
」。
存
在
す
る
世

界
の
仕
組
み
に
驚
愕
す
る
の
で
は
な
く
て
、
世
界
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
驚
愕
す
る
。
そ
う
い
う
経
験
を
、

程
度
の
差
は
あ
れ
子
供
時
代
に
（
も
し
く
は
、
大
人
に
な
っ
て

か
ら
で
も
）
さ
れ
た
方
は
、
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　
あ
る
い
は
、
こ
の
「
当
た
り
前
の
こ
と
が
当
た
り
前
で
な

く
な
る
感
じ
」
を
、
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
、

U
nheim

lichkeit

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
い
き
な
り
横
文
字
で
恐
縮
で
す
が
、
難
し
い
話
で

は
全
く
な
い
。heim

は
英
語
のhom

e

に
相
当
し
、
そ
れ

に
否
定
辞
のun

が
つ
い
て
抽
象
名
詞
化
さ
れ
て
い
る
単
語

で
す
か
ら
、
こ
れ
は
要
す
る
に
「
家
に
い
る
時
の
よ
う
に
く

つ
ろ
い
で
い
ら
れ
な
い
感
じ
」
の
こ
と
で
す
。
一
般
に
は

「
不
気
味
さ
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
も
っ
と

平
た
く
訳
し
換
え
れ
ば
、「
違
和
感
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。

い
ま
の
藤
田
師
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
即
し
て
言
え
ば
、「
自
転

車
で
走
っ
て
い
て
星
空
を
見
上
げ
る
」
こ
と
が
、
い
つ
も
の

よ
う
に
「
当
た
り
前
」
に
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
そ
の
全

体
状
況
が
、
あ
る
種
の
不
気
味
さ
を
伴
っ
て
、「
こ
れ
は
何

だ
!?
」
と
い
う
違
和
感
と
と
も
に
迫
っ
て
く
る
。
そ
れ
が

U
nheim

lichkeit

で
す
。
そ
し
て
私
の
子
供
時
代
は
、
そ

の
日
常
の
す
べ
て
が
、
こ
のU

nheim
lichkeit

と
と
も
に

あ
り
ま
し
た
。
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ろ
か
ら
押
し
、
前
か
ら
引
っ
張
っ
た
の
で
そ
う
な
っ
た
の
で

す
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
そ
れ
以
外
に
は
、
何
を

言
っ
て
も
後
付
け
の
説
明
に
し
か
な
ら
な
い
気
が
し
ま
す
。

た
だ
、
他
に
も
色
々
と
思
想
や
実
践
の
体
系
が
あ
る
中
で
、

敢
え
て
仏
教
を
選
ん
だ
の
は
、
た
ま
た
ま
私
に
そ
う
い
う
縁

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
仏
教
の

テ
ク
ス
ト
を
読
ん
だ
時
に
、
あ
る
種
の
「
な
つ
か
し
さ
」
と

い
う
か
、
自
分
の
抱
え
て
い
る
違
和
感
を
共
有
し
、
そ
れ
を

解
い
て
く
れ
る
よ
う
な
感
覚
を
、
私
が
覚
え
た
と
い
う
こ
と

が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
わ
け
で
、
私
が
仏
教
に
関
わ
っ
た
動
機
は
、
実
際

の
と
こ
ろ
知
的
な
も
の
で
も
学
問
的
な
も
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
か
ら
、
そ
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
、
私
は
仏
教

の
テ
ク
ス
ト
が
語
り
明
か
そ
う
と
す
る
事
態
の
根
源
を
自
ら

知
る
た
め
に
、
大
学
院
の
博
士
課
程
を
満
期
退
学
し
て
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
渡
航
し
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
実
践
に
身
を
投

じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
渡
航

前
に
自
身
が
必
ず
解
決
し
た
い
と
決
め
て
旅
立
っ
た
問
い
に

関
し
て
は
、
完
全
か
つ
決
定
的
な
解
決
を
得
て
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
「
解
決
」
の
内
容
に
関
し
て
は
、
理
論
の
面
で
は

『
仏
教
思
想
の
ゼ
ロ
ポ
イ
ン
ト
』（
新
潮
社
）
に
、
そ
し
て
実

践
の
面
で
は
翻
訳
書
の
ウ
・
ジ
ョ
ー
テ
ィ
カ
『
自
由
へ
の

旅
』（
新
潮
社
）
に
、
語
る
べ
き
必
要
な
こ
と
は
十
分
に

語
っ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
以
上
の
贅
言
を
弄
す
る
つ
も

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
テ
ー
マ

で
あ
る
「
仏
教
が
私
に
く
れ
た
も
の
」
に
つ
い
て
、
そ
の
結

果
だ
け
を
申
し
上
げ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
本
当
に
シ
ン
プ
ル
な
こ
と
で
す
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
物
心
つ
い
て
以
来
ず
っ
と

抱
え
て
き
た
「
違
和
感
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
忘
れ
た
ふ
り

を
し
て
抑
圧
す
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
飲
み
込

ま
れ
て
の
た
う
ち
回
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
、
認
め

て
頷
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
私
に
と
っ
て
仏
教
は
、
自
身
が
抱
え
続
け
て
き
た
根

源
的
な
苦
し
み
を
、
文
字
通
り
拭
い
取
っ
て
く
れ
た
も
の
で

す
。

　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
と
し
て
は
、
自
分
が
個
人
的
に
仏

教
に
よ
っ
て
ど
う
し
て
も
解
決
し
た
い
と
切
望
し
て
い
た
問

題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
最
終
的
な
解
決
を
得
て
お
り
、
ま

た
そ
の
経
過
に
関
わ
っ
て
公
益
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
部
分

に
つ
い
て
も
、
す
で
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
公
開
を
終
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
れ
以
上
に
仏
教
に
つ
い
て
公
の
立
場
で
語

る
こ
と
は
、
徐
々
に
控
え
て
い
く
つ
も
り
で
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
は
私
の
も
の
の
見
方
の
根
源
に
す
で
に
深

く
食
い
込
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
今
後
も
全
く
言
及
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と

し
た
作
品
を
世
に
問
う
こ
と
か
ら
は
、（
す
で
に
受
け
て
し

ま
っ
た
仕
事
も
あ
り
ま
す
の
で
、
い
き
な
り
す
べ
て
と
い
う
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
が
）
少
し
ず
つ
手
を
引
い
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

　
し
か
し
、
最
近
は
ず
っ
と
そ
う
公
言
し
て
い
る
私
に
対
し

て
、『
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
な
僧
侶
た
ち
』
編
集
長
の
若
林
唯

人
さ
ん
は
、「
そ
れ
で
も
敢
え
て
語
っ
て
ほ
し
い
」
と
熱
心

に
勧
奨
さ
れ
、
そ
の
心
意
気
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
私
も
こ
れ
ま

で
は
「
言
っ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
」
と
語
ら
ず
に
き
た
、

こ
ん
な
恥
ず
か
し
い
「
自
分
語
り
」
を
公
に
し
て
み
る
気
に

な
り
ま
し
た
。

　
若
林
さ
ん
お
よ
び
、
こ
こ
ま
で
お
読
み
く
だ
さ
っ
た
読
者

の
方
々
に
、
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ぜ
い
げ
ん

か
ん
し
ょ
う
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京
都
を
訪
れ
る
と
、
こ
れ
で
も

か
と
〝
京
都
ら
し
さ
〞
を
ビ
ジ
ュ

ア
ル
で
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の

が
京
都
駅
近
く
に
そ
び
え
立
っ
て

い
る
。
ゆ
る
キ
ャ
ラ
「
た
わ
わ
ち

ゃ
ん
」
の
い
る
京
都
タ
ワ
ー
の
こ

と
で
は
な
い
。
東
寺
（
京
都
市
南

区
）
の
五
重
塔
で
あ
る
。

　

東
寺
の
五
重
塔
は
、
寛
永
二
十

一
年
（
一
六
四
四
）
年
に
建
て
ら

れ
た
五
代
目
。
高
さ
は
約
55
メ
ー

ト
ル
、
木
造
の
建
築
物
と
し
て
は

日
本
一
の
高
さ
だ
そ
う
で
、
弘
法

大
師
空
海
が
唐
よ
り
持
ち
帰
っ
た

仏
舎
利
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。

　

仏
舎
利
？　

そ
う
。
そ
も
そ
も

お
寺
に
あ
る
塔
は
、
釈
尊
の
御
遺

骨
＝
仏
舎
利
を
収
め
る
お
墓
の
こ

と
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ス

ト
ゥ
ー
パ
が
起
源
で
あ
り
語
源
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
（
漢
字
で
卒
塔
婆
）

に
は
、「
も
の
が
堆
積
し
て
高
く

な
っ
て
い
る
も
の
」「
丸
く
土
を

盛
り
上
げ
た
墳
墓
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
ら
し
い
。
卒
塔
婆
と
漢
訳

さ
れ
た
真
ん
中
の
文
字
〝
塔
〞
は

頻
繁
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

仏
塔
と
も
い
う
。

　

ほ
ん
じ
ゃ
、
誰
が
釈
尊
の
お
墓

を
つ
く
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
。
や
っ

ぱ
り
お
弟
子
さ
ん
た
ち
？　

い
や

違
う
。
釈
尊
の
お
墓
は
、
信
者
さ

ん
た
ち
が
つ
く
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

お
坊
さ
ん
は
、
学
校
や
お
寺
で

次
の
よ
う
な
こ
と
を
学
ぶ
。
ご
自

身
の
死
期
を
知
っ
た
釈
尊
は
、
出

家
の
弟
子
た
ち
に
、「
出
家
者
は

自
分
の
解
脱
を
優
先
し
て
、
私
の

葬
儀
・
納
骨
に
は
か
か
わ
る
な
。

葬
儀
・
納
骨
は
在
家
の
者
で
行
う

よ
う
に
」
と
遺
言
し
た
。
ち
な
み

に
、
宗
派
に
よ
っ
て
違
う
の
だ
ろ

う
け
れ
ど
、
当
初
、
出
家
者
は
葬

儀
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
い
つ
し
か
、
亡
く
な
っ
た
人

に
戒
名
・
法
名
が
授
け
ら
れ
、
僧

侶
（
出
家
者
）
の
葬
儀
と
し
て
、

出
家
者
が
葬
儀
に
携
わ
る
よ
う
に

な
っ
た…

…

と
か
教
え
て
も
ら
っ

た
。

　

釈
尊
の
御
遺
体
は
、
在
家
の
信

者
さ
ん
ら
の
手
に
よ
っ
て
荼
毘
に

付
さ
れ
、
そ
の
御
遺
骨
は
在
家
信

者
の
部
族
八
つ
に
分
け
ら
れ
た
。

御
遺
骨
を
持
ち
帰
っ
た
部
族
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
釈
尊
の
お
墓
（
ス
ト

ゥ
ー
パ
）
を
建
て
た
。
そ
し
て
釈

尊
滅
後
三
百
年
ほ
ど
し
て
か
ら
、

イ
ン
ド
を
統
一
し
た
マ
ウ
リ
ヤ
朝

に
ア
シ
ョ
ー
カ
と
い
う
王
様
（
漢

字
で
阿
育
王
）
が
現
れ
て
、
八
つ

に
分
け
ら
れ
た
釈
尊
の
御
遺
骨
す

べ
て
を
回
収
し
て
、
改
め
て
イ
ン

ド
各
地
に
再
分
配
し
た
。
そ
の
際

に
つ
く
ら
れ
た
の
が
、
サ
ー
ン
チ

ー
に
あ
る
仏
塔
だ
そ
う
だ
。

　

現
存
す
る
世
界
最
古
の
塔
と
い

わ
れ
る
サ
ー
ン
チ
ー
の
仏
塔
。
そ

の
見
た
目
は
、
日
本
の
塔
と
は
似

て
も
似
つ
か
な
い
。
け
れ
ど
、
ち

ゃ
ん
と
共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
共

通
点
こ
そ
、
塔
が
ス
ト
ゥ
ー
パ
で

あ
る
証
だ
と
も
い
え
る
。

❶
仏
舎
利
・
宝
石
・
経
文
な
ど
、

仏
舎
利
的
な
物
が
納
め
ら
れ
る

❷
イ
ン
ド
で
は
高
貴
な
人
は
日
傘

を
さ
し
た
こ
と
か
ら
、
日
傘
を
模

し
た
形
状
の
物
が
残
る

❸
こ
ん
も
り
と
し
た
半
球
状
の
盛

り
土
で
、
饅
頭
の
よ
う
な
形
状
を

し
て
い
る

が
、
そ
れ
。…

…

っ
て
、
塔
の
ど

こ
に
日
傘
や
半
球
状
の
饅
頭
が
あ

ん
ね
ん
っ
。

　

塔
を
よ
ー
く
見
て
ほ
し
い
。
お

分
か
り
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。

何
重
に
も
な
っ
た
屋
根
が
傘
の
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
屋
根
の
上

に
あ
る
ア
ン
テ
ナ
の
よ
う
な
輪
塔

の
つ
け
根
。
そ
こ
に
、
こ
ん
も
り

と
し
た
円
い
半
球
状
の
饅
頭
が
乗

っ
て
い
る
。

　

塔
に
興
味
が
湧
い
た
ア
ナ
タ
。

ぜ
ひ
京
都
の
東
寺
の
五
重
塔
を
見

に
行
か
れ
る
と
い
い
。
い
や
い
や
。

幸
い
日
本
に
は
多
く
の
仏
塔
が
建

立
さ
れ
て
い
る
。
サ
ー
ン
チ
ー
の

仏
舎
利
塔
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
レ

リ
ー
フ
が
嵌
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
る
の
で
、
仏
舎
利
塔
で
も

塔
の
魅
力
は
堪
能
で
き
る
。
今
す

ぐ
お
近
く
の
塔
に
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
。

饅頭形をしたサーンチーのストゥーパ。四方には釈尊の物語が
多数彫刻された「トラナ」（塔門／鳥居の起源とも）が設置され
ている。そのレリーフは見事の一言だ。（イラスト：竹林真悟）

竹林真悟
1972年北海道生まれ。浄土真宗本願
寺派僧侶。滿誓寺副住職。お檀家参
りしつつ、西本願寺の境内ガイド「お
西さんを知ろう」に従事。百ヵ寺以上
参拝したと自称する。趣味はガンダム。

東寺の五重塔と仏塔

文／竹林真悟

Vol.1

お寺でよくみかけるけれど
なんだろ“アレ”

夢
は
何
で
す
か
？

　

特
集
記
事
の
取
材
も
兼
ね
て
の

10
日
間
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
旅
行
（
自

費
で
す
）。
滞
在
中
、
ど
こ
に
訪

れ
よ
う
か
と
旅
ブ
ロ
グ
を
漁
っ
て

い
る
と
、
複
数
の
ブ
ロ
グ
で
「
一

番
よ
か
っ
た
！
」
と
書
か
れ
て
い

た
の
が
、「
カ
ロ
ー
か
ら
イ
ン
レ

ー
湖
ま
で
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
」
だ

っ
た
。
高
地
を
お
よ
そ
60
キ
ロ
、

二
泊
三
日
か
け
て
歩
く
。
食
事
は
、

ツ
ア
ー
会
社
の
人
が
先
回
り
し
て

作
っ
て
く
れ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
料
理
。

宿
泊
は
、
田
舎
の
村
の
民
家
。
三

食
の
食
事
・
宿
泊
・
ガ
イ
ド
付
き

で
、
な
ん
と
五
千
円
ほ
ど
。
こ
こ

に
行
く
こ
と
に
決
め
た
。

　

カ
ロ
ー
と
い
う
小
さ
な
町
に
到

着
し
、
ツ
ア
ー
会
社
で
申
し
込
む
。

一
緒
に
歩
く
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の

時
の
ご
縁
。
メ
キ
シ
コ
人
男
性
の

ル
イ
ス
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
女
性
の

メ
リ
ッ
サ
、
僕
の
三
人
だ
っ
た
。

　

翌
朝
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
女
性
ガ

イ
ド
の
イ
ー
に
連
れ
ら
れ
て
、
四

人
で
出
発
し
た
。
お
互
い
に
色
々

と
質
問
を
し
合
い
、
自
己
紹
介
し

な
が
ら
歩
み
を
進
め
て
い
く
。
二

泊
三
日
も
、
初
対
面
の
人
と
ず
っ

と
一
緒
に
い
て
、
徐
々
に
心
を
開

き
合
う
。
そ
ん
な
経
験
は
初
め
て

だ
っ
た
。
大
学
時
代
の
専
攻
・
仕

事
・
趣
味
・
恋
愛
・
音
楽
・
政

治
・
宗
教…

…

。
話
題
は
色
ん
な

ジ
ャ
ン
ル
に
及
び
、
改
め
て
尋
ね

ら
れ
て
ハ
ッ
と
し
た
り
、
価
値
観

の
違
い
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

　

ル
イ
ス
と
メ
リ
ッ
サ
は
、
8
年

間
付
き
合
っ
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
で
、

30
歳
前
後
。
ま
だ
結
婚
は
し
て
い

な
い
。
二
人
で
1
年
間
、
海
外
放

浪
を
し
て
い
る
途
中
で
、
ち
ょ
う

ど
半
分
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
ら
し
い
。

僕
が
日
本
を
発
つ
前
、「
10
日
間

も
？　

い
い
な
ぁ
」
と
い
う
声
を

た
く
さ
ん
聞
い
た
け
ど
、
1
年
間

っ
て
、
ね
。
い
い
で
す
よ
ね
ー
。

　

特
に
心
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

二
日
目
の
朝
の
休
憩
中
。
イ
ー
が

三
人
に
「
夢
は
何
で
す
か
？
」
と

質
問
し
て
き
た
時
の
こ
と
。
ル
イ

ス
は
す
ぐ
さ
ま
、「
海
が
見
え
る

場
所
に
、
家
を
建
て
る
こ
と
だ
よ
。

小
さ
な
庭
も
あ
っ
て
さ
」。
僕
と

イ
ー
は
、「
い
い
ね
ー
」
と
相
槌

を
打
つ
。
僕
の
番
が
回
っ
て
き
た
。

だ
け
ど
、
咄
嗟
に
答
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
今
こ
の
記
事
を
読
ま
れ
て

い
る
方
は
、
も
し
こ
の
質
問
を
さ

れ
た
ら
、
何
と
答
え
ま
す
か
？

　

結
局
、
僕
は
自
分
の
答
え
を
ご

ま
か
し
な
が
ら
、
メ
リ
ッ
サ
に

「
夢
は
、
結
婚
？
（
笑
）」
と
尋
ね

て
み
た
。
す
る
と
二
人
は
、
少
し

う
つ
む
き
な
が
ら
、「
ノ
ー
」
と

首
を
振
る
。
そ
の
時
の
微
妙
な
空

気
感
が
、
ど
こ
か
心
に
引
っ
か
か

っ
た
。

結
婚
は
サ
イ
ン

　

夕
飯
を
食
べ
て
い
る
時
、
な
ん

と
な
く
会
話
に
間
が
あ
く
瞬
間
が

あ
っ
て
、
ふ
と
、
口
を
つ
い
て
出

て
し
ま
っ
た
。「
で
も
二
人
は
、

な
ん
で
結
婚
し
な
い
の
？
」

　

そ
れ
に
対
す
る
二
人
の
答
え
が
、

な
ん
か
ね
。
よ
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

「
結
婚
っ
て
い
う
考
え
方
が
、
好

き
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
別
に
『
結

婚
』
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け

じ
ゃ
な
い
よ
ね
。
今
の
こ
の
旅
は
、

あ
る
意
味
で
ハ
ネ
ム
ー
ン
み
た
い

な
も
の
な
ん
だ
。
こ
の
旅
を
終
え

て
、
メ
キ
シ
コ
か
コ
ロ
ン
ビ
ア
に

一
緒
に
帰
っ
た
ら
、
制
度
的
に
優

遇
さ
れ
る
し
、
結
婚
す
る
か
も
し

れ
な
い
。
で
も
、
そ
れ
は
〝
紙
に

サ
イ
ン
〞
す
る
だ
け
の
こ
と
さ
」

　

お
お
。
う
ん
、
た
し
か
に
。
日

本
に
い
る
と
、
そ
れ
に
僕
は
お
寺

の
長
男
だ
し
、「
結
婚
を
、
し
な

け
れ
ば
」
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
感
じ
て
い
た
。
そ
ん
な
重
た
い

固
定
観
念
、
あ
る
い
は
共
同
幻
想

が
、
フ
ワ
ッ
と
宙
に
浮
く
よ
う
な

心
地
よ
さ
が
あ
っ
た
の
だ
。

「
こ
う
な
ら
な
け
れ
ば
」。
そ
の

思
い
込
み
が
苦
し
み
を
生
む
し
、

そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
楽

に
な
る
。
何
気
な
い
や
り
取
り
だ

っ
た
け
ど
、
ど
こ
か
仏
教
に
通
じ

る
と
感
じ
た
瞬
間
だ
っ
た
。

写真上／程よいアップダウンの丘を
越えていきます。棚田や茶畑などの
プランテーションが美しい。
写真下／ゴール地点で記念の一枚。
このトレッキングで覚えた熟語は、
" Make a face ! "＝「変顔で！」

文／若林唯人

ミャンマーで、
トレッキングしてきた

は ま
ん
じ
ゅ
う

だ　
び

ほ
う
み
ょ
う

か
い
み
ょ
う

し
ゃ
く
そ
ん

ふ
ん 

ぼ

ぶ
っ 

し
ゃ
り
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報

漫
画
：
光
澤
裕
顕
  C

om
ic: H

iroaki M
itsuzaw

a ｜
 http://cartoonm

onk.com

日時：10/7（土）・8（日）
場所：勝林院・実光院・宝泉院・三千院
（京都市左京区大原勝林院町187番地）
詳しくは向源ウェブサイトまで。
http://kohgen.org/

「向源2017・京都」

「
向
源
」
と
い
う
寺
社
フ
ェ
ス
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
文
字
通
り
、

〝
源
に
向
か
う
〞
と
い
う
コ
ン
セ

プ
ト
で
、
今
に
伝
わ
る
多
様
な
文

化
の
根
底
に
あ
る
本
質
に
触
れ
て
、

自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
を
目
的

と
し
た
イ
ベ
ン
ト
だ
（
2
0
1
1

年
か
ら
毎
年
開
催
）。
7
年
目
を

迎
え
た
今
年
の
向
源
は
、
初
め
て

年
2
回
の
開
催
。
1
回
目
は
5
月

に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
が
、
10
月

に
は
京
都
で
開
催
さ
れ
る
。

　

京
都
と
い
え
ば
、
仏
教
寺
院
の

本
場
。
有
名
な
寺
院
は
い
く
つ
も

あ
る
が
、
そ
ん
な
京
都
を
見
下
ろ

す
比
叡
山
に
は
、
鎌
倉
時
代
に
伝

教
大
師
最
澄
に
よ
っ
て
開
か
れ
た

比
叡
山
延
暦
寺
が
あ
る
。
そ
の
延

暦
寺
と
ゆ
か
り
の
深
い
大
原
で
、

10
月
の
向
源
は
開
催
さ
れ
る
の
だ
。

　

主
催
者
の
天
納
玄
雄
さ
ん
は
、

三
千
院
（
京
都
大
原
）
の
側
に
あ

る
勝
林
院
と
実
光
院
の
ご
住
職
。

趣
味
は
、
読
書
と
写
真
と
ヤ
フ
オ

ク
。
読
書
は
、
小
説
か
ら
学
術
書

ま
で
。
お
寺
の
写
真
を
撮
っ
て
は
、

S
N
S
に
ア
ッ
プ
。
ヤ
フ
オ
ク
で

は
、
古
文
書
を
探
し
て
い
る
と
い

う
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ま
で
丸
ご
と

お
坊
さ
ん
な
天
納
さ
ん
は
、
ど
ん

な
向
源
を
見
せ
て
く
れ
る
の
か
。

　

現
在
、
京
都
向
源
の
開
催
に
向

け
て
企
画
を
進
め
て
い
る
と
の
こ

と
。「
三
千
院
の
ご
住
職
に
よ
る

坐
禅
指
導
」「
抹
茶
に
使
う
茶
杓

作
り
体
験
」「
お
坊
さ
ん
と
話
そ

う
の
コ
ー
ナ
ー
」
な
ど
、
様
々
な

コ
ン
テ
ン
ツ
を
散
り
ば
め
る
。

　

メ
イ
ン
は
、
東
京
と
同
じ
く

「
声
明
」。
実
は
、
京
都
で
声
明
を

中
心
に
据
え
る
こ
と
に
は
、
特
別

な
意
味
が
あ
る
。
大
原
は
、
日
本

の
声
明
の
「
源
流
地
」
と
も
い
わ

れ
る
聖
地
な
の
だ
。
そ
の
声
明
は

「
魚
山
声
明
」
と
呼
ば
れ
、
現
在

も
宗
派
を
超
え
て
塾
生
の
僧
侶
が

在
籍
し
、
声
明
を
学
ん
で
い
る
。

太
鼓
を
用
い
た
勇
ま
し
い
調
子
が

印
象
的
だ
っ
た
東
京
で
の
声
明
と

は
異
な
り
、
魚
山
声
明
は
「
泣
き

節
」
と
呼
ば
れ
る
、
非
常
に
ゆ
っ

た
り
と
し
た
女
性
的
な
雰
囲
気
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
。「
魚
山
塾
」

の
僧
侶
に
よ
る
京
都
の
声
明
公
演
、

ぜ
ひ
ご
堪
能
い
た
だ
き
た
い
。

　

ま
た
、「
お
寺
で
醸
造
さ
れ
て

い
た
日
本
酒
」
を
復
興
さ
せ
よ
う

と
い
う
取
り
組
み
も
紹
介
さ
れ
る
。

か
つ
て
滋
賀
の
百
済
寺
で
つ
く
ら

れ
て
い
た
日
本
酒
を
、
取
り
戻
そ

う
と
い
う
も
の
ら
し
い
。

　

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
も
目
を
引
く
。

「
テ
ク
ノ
法
要
」
と
「N

am
 Jazz

（
南
無
ジ
ャ
ズ
）」
の
対
談
、
そ
し

て
天
納
さ
ん
と
「
邦
楽2.0

」
と

の
対
談
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
予
定
さ

れ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な

〝
音
〞
を
現
代
的
に
ア
レ
ン
ジ
し

て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
革
新

的
な
取
り
組
み
だ
。

　

伝
統
の
継
承
と
復
興
、
そ
し
て

伝
統
の
新
し
い
形
が
大
原
に
会
す

る
。
伝
統
を
重
ん
じ
る
京
都
に
お

い
て
、
そ
の
体
験
が
ど
の
よ
う
な

も
の
に
な
る
の
か
。
大
原
で
見
て
、

聞
い
て
、
感
じ
る
し
か
な
い
。
チ

ケ
ッ
ト
の
発
売
は
8
月
よ
り
。
ピ

ン
と
来
た
イ
ベ
ン
ト
を
逃
さ
ぬ
よ

う
、
早
め
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

天納玄雄さん（左）と向源代表の友光雅臣さん（右）。会場となる勝林院にて。

文／久松彰彦

こ う げ ん

寺社フェス「向源」
京都で初開催！

久松彰彦
1990年東京生まれ。曹洞宗の大本山
永平寺で修行し、現在は曹洞宗総合
研究センターに勤務している。最近、
柔軟体操に凝っていますが、開脚の限
界を感じつつある今日この頃です。

ひ
ゃ
く
さ
い
じ

ぎ
ょ
ざ
ん

し
ょ
う
み
ょ
う

げ
ん
ゆ
う

あ
ま 

の
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●法人サポーターの方は、本誌にお名前を掲載いたします。
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応援してくださる
サポーターを募集しています

浄土宗……安心院（八幡市）／安楽寺（南丹市）
／延命寺（堺市堺区）／吉祥寺（萩市）／九品寺
（京都市南区）／教安寺（福津市）／慶蔵院（伊
勢市）／光照院（台東区）／金剛寺（京都市東山
区）／西明寺（尼崎市）／西楽寺（京都市伏見
区）／西林寺（大阪府泉南郡）／浄栄寺（東近江
市）／正覚寺（青森市）／正善寺（伊丹市）／勝
楽寺（町田市）／真光寺（今治市）／新善光寺
（札幌市中央区）／崇福寺（甲賀市）／善願寺（甲
賀市）／善道寺（札幌市豊平区）／臺鏡寺（枚方
市）／檀王法林寺（京都市左京区）／潮音寺（東
京都大島町）／長壽院（台東区）／梅窓院（港
区）／法岸寺（静岡市清水区）／寶松院（港区）
／法善寺（大阪市中央区）／妙慶院（広島市中
区）／無量光寺（鳥取市）／龍岸寺（京都市下京
区）

浄土宗西山禅林寺派……光明院・田中医院（京
都市中京区）／宝泉寺（津島市）

浄土真宗本願寺派……光栄寺（井原市）／光照
寺（大阪市東淀川区）／光徳寺（みやま市）／光
明寺（奈良県吉野郡）／西教寺（生駒市）／西方
寺（大和郡山市）／西法寺（北九州市）／浄元寺
（尼崎市）／正源寺（大津市）／正宣寺（大阪市北
区）／浄満寺（大阪市西成区）／信覚寺（福岡県
朝倉郡）／崇興寺（福山市）／養法寺（金沢市）

真宗大谷派……覚法寺（福岡県八女郡）／称讃
寺（新潟県長岡市）／正蓮寺（伊豆の国市）／超
覚寺（広島市中区／宝皇寺（函館市）

浄土真宗東本願寺派……緑泉寺（台東区）

天台宗……圓融寺（目黒区）／大圓寺（目黒区）
／本覺寺（横浜市鶴見区）

高野山真言宗……弘法寺（和泉市）／薬師院
（岸和田市）

真言宗豊山派……寳積寺（松山市）

真言宗御室派……三津寺（大阪市中央区）

臨済宗妙心寺派……円光寺（台東区）／冝雲寺
（江東区）／勝林寺（豊島区）／陽岳寺（江東区）
／龍雲寺（世田谷区）

臨済宗建長寺派……帰一寺（静岡県賀茂郡）／
東光禅寺（横浜市金沢区）

曹洞宗……四天王寺（津市）／瑞生寺（浜松市
中区）／南詢寺（守口市）／鳳仙寺（宮城県亘理
郡）

日蓮宗……池上實相寺（大田区）／法華寺（亀岡
市）／妙海寺（勝浦市）／妙見寺（橋本市）

時宗……正法寺（京都市東山区）

単立……五百羅漢寺（目黒区）／瑞聖寺（港区）
／法然院（京都市左京区）

企業・団体・店舗……一般社団法人日本石材産
業協会（千代田区）／遠藤新兵衛商店（京都市
下京区）／学校法人鎮西学園（熊本市中央区）
／株式会社アールアンドダブリュー（京都市中
京区）／株式会社アンカレッジ（港区）／株式会
社カウントワン（京都市中京区）／株式会社京
美仏像（京都市北区）／株式会社薫寿堂（神戸
市）／株式会社作島（京都市下京区）／株式会
社Flucle（大阪市都島区）／京都坊主BAR（京
都市中京区）／京念珠ぜにや（京都市下京区）
／茶坊えにし（台東区）／寺院コム（京都市左京
区）／翠光堂阪急淡路駅前店（大阪市東淀川
区）／大正大学（豊島区）／豊田愛山堂（京都市
東山区）／浜屋株式会社（姫路市）／坊主BAR
縁（岐阜市）

＊敬称略・五十音順

協賛法人サポーターリスト　 本誌発行にあたり、ご支援いただいた皆さまに厚く御礼を申し上げます
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「僧侶じゃないのに、『フリースタイルな僧侶たち』に
書いてもいいの？」と魚川さんから何度か尋ねられた。
だけど私としては、それは問題にならなかった。
『仏教思想のゼロポイント』を初めて拝読した時の衝撃
を、今でも覚えている。現代人の感覚からすれば理解に
苦しみがちな、あるいは得手勝手に解釈しがちな仏教の
基本教理を、ここまで理路整然と、そしてごまかすこと
なく著された書籍に出会えて、心が躍るほどに嬉かった。
　それ以上に感慨深かったのは、仏教に対する魚川さん
の基本姿勢。自身の価値観に依拠して理解しようとする
のではなく、それは脇に置いて、お釈迦さまが説かれた
教説を「言葉どおりに」理解しようとする「如是我聞」
の姿勢だ（これは、決定的に重要なことなんですよ）。
後者のような理解をしようとすれば、必然的に実践（修
行）も伴うことになる。平たく言えば「やってみないと
わからない」のが仏教だからだ。「言葉どおりに」学び、
実践したその先に理解された教説を、現代を生きる一人
として語り直されたのが、本書だと言えるだろう。
　突き詰めて、行学（実践と学問）をともに修された方
であること。冒頭の問いに戻れば、これが寄稿をご依頼
する必要十分な理由だった。
　それにしても、東京大学で哲学を、そして大学院では
博士課程まで進んで仏教を学ばれ、さらにミャンマーに
渡って実践に身を投じる、そのエネルギーは凄まじい。
　魚川さんをそこまで動かさしめたエネルギーの源泉は
何なのか。端的には、ご自身の「実存的な問題」である

とは聞いていたが、それが
具体的にどのようなもので
あり、仏教の学びと実践を
経て、どのように捉えなお
されたのか。もちろん、一個人の話とはいえ、普遍的な
示唆に富むお話が聞けるのではないか。このような思い
から「このテーマでの寄稿を」と「梵天勧請」のごとく
魚川さんに懇願したのだった。
（ちなみに、2009年のミャンマー渡航前に、その決断の
理由について話された動画がウェブ上に残っています。
『余は如何にして出家者となりし乎』というタイトルの
動画です。本誌と合わせて、そちらもぜひ聴いていただ
けたら。涙が出るほどシビれました）
　今回、ミャンマー在住の魚川さんの元を訪ねたのは、
編集者としても個人的にも、実践されていた場の雰囲気
だけでも、この肌で感じたいと思ったからだ。
　ヤンゴン滞在中、魚川さんには大変お世話になった。
瞑想センターにて瞑想を体験するご縁を整えていただい
たり、日本人僧侶の方の元に連れて行ってくださったり、
信者の方たちの集まりにご一緒させていただいたりと、
ガイドブックだけではたどり着けない、ミャンマー仏教
のリアルな場に毎日のようにご案内くださった。そして
何より、難しいテーマを引き受けてご執筆くださったこ
とに、この場を借りて改めて、深く感謝申し上げたい。
本当にありがとうございました。

フリースタイルな僧侶たち代表　若林唯人

編集後記

ぼんてんかんじょう

ぎょうがく

にょ ぜ   が もん
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