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已
上
十
六
首し

ゅ

こ
れ
は
愚ぐ

禿と
く

が
か
な
し
み
な
げ
き
に
し
て 

述
し
ゅ
っ

懐か
い

と
し
た
り
。こ
の
世よ

の
本
寺
本
山

ほ
ん
ざ
ん

の
い
み
じ
き
僧そ

う

と

も
う
す
も
法
師
と
も
う
す
も 

う
き
こ
と
な
り
。 

（
聖
典
五
一
〇
頁
） 

  

「
述
懐
」
は
古
く
は
、「
し
ゅ
っ
か
い
」
と
発
音
し
、
心
中

の
思
い
を
述
べ
る
こ
と
、
意
中
を
述
べ
る
こ
と
、
と
辞
書
に

あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
ご
自
分
の
心
の
内
に
あ
る
悲
し
み

や
嘆
き
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
愚

禿
悲
歎
述
懐
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
一
連

の
和
讃
の
表
題
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

第
一
首
か
ら
第
六
首
ま
で
は
、「
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
」

「
貪
瞋
邪
偽
お
お
き
ゆ
え
」「
こ
こ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り
」

「
無
慙
無
愧
の
こ
の
身
に
て
」「
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
」

「
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ
ろ
に
て
」
と
、
真
実
の
教
え
に
明
ら
か

に
さ
れ
た
、ご
自
身
の
あ
り
様
が
率
直
に
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
に
続
い
て
、
第
七
首
か
ら
第
十
六
首
ま
で
は
、
自
身

の
全
て
を
受
け
止
め
明
ら
か
に
す
る
仏
法
の
真
実
性
を
失
わ

せ
、
時
代
と
人
間
の
恣
に
す
る
あ
り
様
が
悲
し
み
と
嘆
き
を

も
っ
て
詠
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

現
在
放
送
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ 

『
鎌
倉
殿
の
１
３

人
』。
主
演
の
小
栗
旬
さ
ん
が
演
じ
る
北
条
義
時
は
、
親
鸞
聖

人
の
ち
ょ
う
ど
十
歳
年
上
で
す
。
ド
ラ
マ
の
時
代
は
そ
の
ま

ま
親
鸞
聖
人
の
時
代
で
す
。
ま
た
尾
上
松
也
さ
ん
演
じ
る
後

鳥
羽
上
皇
と
北
条
義
時
が
諍
う
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
年
）

の
折
は
、
親
鸞
聖
人
四
十
九
歳
で
坂
東
の
地
に
お
ら
れ
た
の

で
す
か
ら
、
場
所
も
あ
の
ド
ラ
マ
の
世
界
で
す
。
も
ち
ろ
ん

大
河
ド
ラ
マ
は
歴
史
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
見
た

通
り
あ
の
時
代
は
『
無
量
寿
経
』
の
下
巻
で
釈
尊
が
語
ら
れ

る
「
強
者
伏
弱
」
そ
の
ま
ま
の
刀
と
弓
で
の
力
ず
く
の
時
代

で
す
。
凄
惨
な
殺
し
合
い
の
時
代
で
す
。 

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
刀
も
弓
も
持
た
な
い
、
力
の
前
に
片

隅
で
身
を
縮
め
て
耐
え
る
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
」
の

よ
う
に
扱
わ
れ
る
人
々
や
、
い
つ
粛
清
さ
れ
る
か
誰
が
裏
切

る
か
と
戦
々
恐
々
と
し
て
力
ず
く
の
殺
し
合
い
に
疲
れ
果
て

た
鎌
倉
武
士
た
ち
と
、
そ
の
蛇
蝎
の
あ
り
方
を
深
い
悲
し
み

の
底
か
ら
呼
び
か
け
る
も
の
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
、
煩
悩
渦

巻
く
時
代
の
中
に
、
そ
れ
を
唯
一
課
題
と
し
て
生
き
る
道
を

聞
い
て
い
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
第
一
首
か
ら
第
六

首
に
表
さ
れ
ま
す
。 

そ
の
地
平
か
ら
見
た
時
、力
あ
る
者
に
お
も
ね
り
、「
強
者
」

の
力
を
頼
み
と
す
る
時
、
仏
教
が
い
か
に
変
質
す
る
か
、
ま

た
そ
の
変
質
が
世
の
中
で
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
が
第
七

首
か
ら
第
十
六
首
ま
で
に
詠
わ
れ
ま
し
た
。 

 

親
鸞
聖
人
の
時
代
に
刀
と
弓
で
あ
っ
た
「
強
者
」
は
、
現

代
に
お
い
て
は
軍
事
力
で
あ
り
そ
れ
を
上
回
る
経
済
力
で
し

ょ
う
。
教
え
が
財
を
生
み
、
財
が
教
え
を
支
え
る
、「
教
財
一

如
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
驚
き
ま
し
た
。
教
え
を
確
か
め

伝
え
る
僧
伽
は
、
仏
教
を
具
体
的
に
世
に
示
す
も
の
で
す
。

だ
か
ら
僧
伽
を
維
持
す
る
財
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
問
題

で
す
。 

し
か
し
教
え
が
財
を
生
む
と
言
っ
た
時
、
そ
の
教
え
は
財

を
生
み
出
し
や
す
い
、
財
と
直
結
し
や
す
い
も
の
へ
と
い
つ

で
も
変
質
す
る
の
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
は
そ
の
こ
と
を
目

の
当
た
り
に
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
「
こ
の
世
の

本
寺
本
山
の
い
み
じ
き
僧
と
も
う
す
も
法
師
と
も
う
す
も  

う

き
こ
と
な
り
」
と
漏
ら
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た

ち
は
、
こ
の
述
懐
の
前
に
立
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。（ 

了 

） 

最終回 

し
ん 

と
ん
じ
ん          

じ
ゃ         

ぎ 

じ
ゃ
か
つ 

む         

ざ
ん         

む               

き 

し
ょ
う
じ 

か
ん         

さ 

ほ
し
い
ま
ま 

い
さ
か 

ご
う
し
ゃ     

ぶ
く  

に
ゃ
く 
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「
伝
え
る
か
ら 

伝
わ
る
教
化
伝
道
に
向
け
て
」 

大
阪
教
区
圓
德
寺 

上 う
え

場 ば 
直 な

お

裕 ひ
ろ 

大
阪
の
難
波
別
院
か
ら
毎
月
発
行
さ
れ
て
い
る

『
南
御
堂
』
新
聞
と
い
う
機
関
紙
を
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
新
聞
は
、
創
刊
か
ら
六
〇
年
以
上
に
わ

た
り
聞
法
紙
と
し
て
発
行
さ
れ
続
け
、
浄
土
真
宗
の

教
え
を
伝
え
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、

そ
の
編
集
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
紙
面

を
通
じ
て
私
自
身
も
お
育
て
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

今
、
私
が
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
「
言
葉
」
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
編
集
作
業
で
文
章
を
扱
う
中
、

現
代
の
方
々
に
届
く
「
言
葉
」
と
は
何
か
を
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
現
代
は
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
乱
立
し
、

様
々
な
専
門
家
に
よ
る
知
識
や
見
識
が
溢
れ
か
え
っ

て
、「
本
当
と
は
何
か
」
が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
世
の
中
に

あ
っ
て
、
本
当
の
こ
と
に
出
会
い
た
い
と
い
う
、
真

実
の
言
葉
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。 

と
は
い
え
、
仏
典
や
宗
祖
の
言
葉
を
原
文
の
ま
ま

で
現
代
の
方
に
お
伝
え
し
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な

か
伝
わ
ら
な
い
の
が
現
実
で
す
。
仏
教
用
語
を
使
う

こ
と
は
、
む
し
ろ
伝
え
る
側
の
エ
ゴ
の
よ
う
に
も
捉

え
ら
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
真
宗
の
み

教
え
を
伝
え
よ
う
と
す
る
時
、
定
型
文
の
よ
う
な
形

で
「
問
わ
れ
て
い
る
」「
願
わ
れ
て
い
る
」
な
ど
の
言

葉
を
よ
く
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の

言
葉
は
大
切
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
定

型
的
に
使
う
こ
と
で
一
つ
の
正
解
を
導
き
出
し
や
す

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。「
真
宗

的
定
型
文
」
は
、
法
話
や
文
章
を
書
く
上
で
使
い
や
す

く
、
『
南
御
堂
』
新
聞
で
も
つ
い
使
用
し
が
ち
で
す
。 

「
伝
え
る
」
こ
と
の
難
し
さ
は
常
日
頃
か
ら
痛
感

し
て
い
ま
す
が
、
あ
る
先
生
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が

私
の
大
切
な
指
針
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
が
法
話
を

終
え
た
後
、
そ
の
先
生
か
ら
「
君
は
お
念
仏
に
つ
い

て
真
面
目
に
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
君
自
身
は
お
念

仏
を
い
た
だ
い
て
本
当
に
喜
べ
て
い
る
の
で
す
か
。

君
が
喜
べ
て
い
な
い
こ
と
を
、
ど
う
し
て
聞
い
て
い

る
人
が
喜
べ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
。
私
が
学
ん
だ
こ

と
を
、
た
だ
言
葉
を
並
べ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
が
見
透
か
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。
つ
ま
り
、「
伝

え
る
」
手
段
ば
か
り
に
目
を
む
け
る
の
で
は
な
く
、

本
当
に
「
伝
わ
る
」
言
葉
は
私
自
身
の
内
面
的
な
在

り
よ
う
か
ら
表
現
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
気
付
か
せ
て

い
た
だ
い
た
の
で
す
。 

「
経
教
は
こ
れ
を
喩
う
る
に
鏡
の
ご
と
し
」（
善
導

大
師
『
観
経
疏
』
序
分
義
）。
お
経
の
教
え
は
、
喩
え

る
な
ら
ば
鏡
の
よ
う
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

私
自
身
の
在
り
よ
う
が
新
聞
の
編
集
を
通
し
て
、
い

つ
も
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
様
々
な
先
生
方
の
寄

稿
や
取
材
先
で
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
教
え
に
出
遇

い
、
そ
し
て
自
分
自
身
と
出
遇
っ
て
い
く
歩
み
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

「
伝
え
る
」
言
葉
か
ら
「
伝
わ
る
」
言
葉
を
模
索

し
て
い
く
、
こ
れ
が
今
の
私
の
課
題
で
す
。
そ
れ
に

は
、
私
の
聞
法
の
姿
勢
、
日
ご
ろ
の
生
活
を
見
つ
め

直
す
眼
が
大
切
で
す
。
そ
の
上
で
、
現
代
に
届
く
言

葉
を
確
か
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

『
南
御
堂
』
新
聞
と
い
う
歴
史
と
伝
統
の
中
に
関

わ
る
責
任
の
も
と
、
今
後
も
教
化
伝
道
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
た
い
で
す
。 

み
な
み
み
ど
う 

大阪府 

★
大
阪
市 

『
南
御
堂
』
新
聞
購
読
は
難
波
別
院
教
務
部
ま
た
は
、 

「
南
御
堂
オ
ン
ラ
イ
ン
」
ま
で
。 
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☆
泉
龍
寺
（
山
城
第
二
組
）
の
衆
徒
、
泉 

阿
弥
華
さ
ん

に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。 

十
年
程
前
か
ら
坊
守
が
お
寺
で
ヨ
ガ
を
し
て
い
て
、
私
も

た
ま
に
参
加
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し

小
さ
な
子
が
い
て

ヨ
ガ
に
参
加
す
る

た
め
に
は
子
ど
も

を
誰
か
に
み
て
も

ら
う
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。
預
け
ず
に

ヨ
ガ
を
し
た
い
！

き
っ
と
他
に
も
同

じ
よ
う
に
思
っ
て

い
る
方
が
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
、

三
年
程
前
か
ら
同
じ

よ
う
な
環
境
の
方
と
、

子
ど
も
Ｏ
Ｋ
！
泣
い

て
も
騒
い
で
も
大
丈

夫
！
お
互
い
様
！
そ

の
よ
う
な
ヨ
ガ
を
始

め
ま
し
た
。 

そ
こ
か
ら
人
が
人

を
呼
び
、
一
時
は
多

く
の
参
加
希
望
が
あ

り
、
ヨ
ガ
の
需
要
に
驚
き
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
下
に
な
り
今
は
規
模
を
縮
小
し
て
、
感
染
状
況
に

よ
り
お
寺
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
月
二
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

 

お
寺
の
雰
囲
気
を
感
じ
て
、
落
ち
着
く
～
癒
さ
れ
る
～
と

い
う
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
ポ
ー
ズ
の
時
に
は

寝
息
が
聞
こ
え
る
こ
と
も
…
本
堂
で
そ
れ
ほ
ど
リ
ラ
ッ
ク

ス
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。 

ヨ
ガ
は
単
に
身
体
を
動
か
す
だ
け
で
は
な
く
呼
吸
が
と

て
も
大
事
で
す
が
、
合
わ
せ
て
行
う
こ
と
は
簡
単
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
深
い
呼
吸
を
し
な
が
ら
、
普
段
は
意
識
し

な
い
自
分
の
身
体
や
筋
肉
を
意
識
す
る
と
、
同
じ
体
勢
を
と

っ
て
い
て
も
日
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
変
わ
り
、
そ
の
時
の
自

分
自
身
の
体
調
や
こ
こ
ろ
の
具
合
と
向
き
合
う
こ
と
が
で

き
る
時
間
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。 

た
ま
に
変
な
と
こ
ろ
が
筋
肉
痛
に
な
り
ま
す
が
。
そ
れ
も

み
ん
な
で
笑
い
話
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
本
堂
で
法
要
前
に
た
く
さ
ん
の
仏
具
を
出
し
て
い

る
と
、
お
磨
き
や
行
事
の
話
な
ど
お
寺
の
こ
と
に
興
味
を
持

っ
て
お
た
ず
ね
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

お
寺
で
ヨ
ガ
を
始
め
て
、
そ
の
繋
が
り
か
ら
、
話
し
合
い

や
集
い
の
場
と
し
て
お
寺
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
く
こ
と

も
あ
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
初
め
て
お
寺
に
来
ら
れ
る
方

も
増
え
、
本
堂
が
近
況
報
告
や
情
報
交
換
の
場
に
も
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
お
寺
が
気
軽
に
来
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
も

ら
え
る
よ
う
な
場
に
な
る
よ
う
に
模
索
し
な
が
ら
続
け
て

い
き
た
い
で
す
。 

 
 

 

（ 

泉
龍
寺
衆
徒 

泉 

阿
弥
華 

） 

 

◇
光
久
寺
（
山
城
第
四
組
）
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
寺
ヨ

ガ
」
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
で
ご
門
徒
の
東
海
林 

玲
子

さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

― 

な
ぜ
お
寺
で
ヨ
ガ
を
し
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

地
域
と
い
う
観

点
か
ら
い
う
と
お

寺
は
「
開
か
れ
た
、

行
き
や
す
い
場
所
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
し
た
。 

ス
タ
ジ
オ
で
ヨ

ガ
を
す
る
よ
り
も
、

皆
様
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
や
す
い

の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

 

寺
ヨ
ガ 

特
集  

地
域
と
お
寺
の
新
た
な
つ
な
が
り  

今月は教区内で開催され

ている「寺ヨガ」について

特集します。  

ひそかなブームとなってい

るのか各地のお寺でヨガ

が行われているようです。 

教区内でもちらほらとその

声を聞くようになっていま

す。三ヶ寺で開催されてい

る「寺ヨガ」について探って

いきましょう。 

し 

ょ 

う 

じ      

れ
い 

こ 

い
ず
み 

 

あ   

や  

か 
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ま
た
、
ヨ
ガ
を
お
洒
落
な
も
の
で
は
な
く
地
元
や
地
域
の

皆
様
の
心
と
体
を
元
気
に
す
る
目
的
で
や
っ
て
い
き
た
い
事

も
あ
り
、
お
寺
と
い
う
場
所
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。 

―
 

あ
る
意
味
神
秘
的
な
空
間
を
求
め
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

空
間
と
い
う
よ

り
も
、私
に
と
っ
て

お
寺
は
親
し
み
や

す
く「
困
っ
た
ら
お

寺
さ
ん
に
相
談
に

行
く
」と
い
う
駆
け

込
み
寺
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
し
た
。 

最
近
で
は
敷
居
が
高
い
と
い
う
方
も
多
い
で
す
が
ヨ
ガ

教
室
を
開
催
す
る
事
に
よ
り
、
お
寺
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え

る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
ヨ
ガ
が
き
っ

か
け
と
な
り
、
お
寺
が
地
域
に
開
か
れ
た
場
所
に
な
れ
ば
い

い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
す
。 

―
 

お
寺
で
ヨ
ガ
を
開
い
て
み
て
、ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す

か
。お
伝
え
し
た
い
こ
と
は
？ 

今
ま
で
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
や
見
学
し
て
お
ら
れ
た
方
、

繋
が
り
が
な
か
っ
た
方
に
も
来
て
い
た
だ
け
て
嬉
し
い
で

す
。
こ
れ
か
ら
来
ら
れ
る
方
や
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い
て

い
る
方
が
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
来
て
下
さ
る
雰
囲
気
を
作

っ
て
い
き
た
い
で
す
。
ヨ
ガ
は
心
に
も
体
に
も
良
い
効
果
が

あ
り
ま
す
。
特
に
こ
ん
な
世
の
中
な
の
で
皆
さ
ん
の
健
や
か

な
人
生
の
役
に
立
て
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
是
非
と

も
寺
ヨ
ガ
に
参
加
し
て
み
て
下
さ
い
。 

◇ 

寺
ヨ
ガ
と
出
会
っ
て  

候
補
衆
徒 

德
田 

潤
子 

ヨ
ガ
の
時
間
は
「
自
分
を
大
事
に
す
る
時
間
」
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。
無
理
な
く
体
を
動
か
し
、
呼
吸
を
整
え
る
事
で

心
が
軽
く
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
寺
ヨ
ガ
を
機
縁
と
し
て
お
寺
に
来
て
下
さ
る
方
が

多
く
嬉
し
い
で
す
。
お
寺
が
「
人
と
人
が
出
逢
う
場
所
に
な
れ

ば
い
い
」
と
願
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
寺
ヨ
ガ
は
「
出
遇
い
の

場
」
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。   

（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・文
責 

出
版
部
会 

德
田 

潤
子 

） 

 

◎
大
津
別
院
で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
ヨ
ガ
」
の
様
子
を

見
て
み
ま
し
ょ
う 

大
津
別
院
で
は
、
昨
年
か
ら
、
崇
敬
区
域
関
係
者
も
関
わ

っ
て
お
ら
れ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
笑
縁
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ

り
、
毎
週
月
曜
日
、
別
院
を
地
域
社
会
に
ひ
ら
く
取
り
組
み

と
し
て
、
様
々
な
教
室
が
開
催
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た

び
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
期
間
を
終
え
て
、「
笑
縁
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
撤
退
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
メ
ン
バ
ー
を
一
新
し
、「
別

院
広
場
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。「
別
院
広
場
」
を
中
心
に
な
っ
て
支
え
て
く
だ
さ

る
の
が
、
高
村
ま
り
こ
さ
ん
（
滋
賀
県
在
住
）
で
す
。 

ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
高
村
さ
ん
は
、
も
と
も
と
、

誰
も
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
よ
う
、
市
民
セ
ン
タ
ー
や
崇
敬

区
域
の
お
寺
の
本
堂
を
借
り
て
ヨ
ガ
教
室
を
ス
タ
ー
ト
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
昨
年
か
ら
、
別
院
で
月
二
回
ヨ
ガ
教
室
を

ひ
ら
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、「
笑
縁
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
撤
退

を
う
け
て
、
別
院
で
人
が
つ
ど
う
場
を
ひ
ら
き
つ
づ
け
た
い

と
い
う
思
い
か
ら
、
ス

ト
レ
ッ
チ
教
室
・
声
ヨ

ガ
教
室
の
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
や
喫
茶
出
店
者

の
方
々
と
相
談
し
て
、

毎
月
第
二
・
第
四
月
曜

日
開
催
と
い
う
新
た
な

活
動
「
別
院
広
場
」
に
移

行
す
る
た
め
、
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
思
い
を
、
高
村
さ
ん
は
「
最
初
は
、
子
ど
も
た
ち
や

地
域
の
方
々
の
た
め
に
、
み
ん
な
が
楽
し
め
る
場
を
ひ
ら
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、

私
自
身
、
感
染
症
の
影
響
で
友
達
と
あ
う
こ
と
、
つ
ど
う
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
人
が
あ
つ
ま
り
、
み
ん
な

が
楽
し
め
る
場
を
、
自
分
も
求
め
て
い
た
の
だ
と
気
が
つ
き

ま
し
た
」
と
言
葉
に
さ
れ
ま
し
た
。 

「
別
院
広
場
」
を
き
っ
か
け
に
、
所
属
門
徒
だ
け
で
な
く
、

崇
敬
区
域
、
ま
た
地
域
の
方
々
が
つ
ど
う
場
が
ひ
ら
か
れ
、

人
と
人
が
で
あ
い
、
そ
し
て
仏
法
と
で
あ
う
場
、
地
域
の
教

化
の
中
心
道
場
と
し
て
、
別
院
の
本
来
性
が
回
復
さ
れ
て
い

く
こ
と
が
願
わ
れ
ま
す
。 

「
自
ら
楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
が
、
人
の
輪
を
ひ

ろ
げ
る
」
と
い
う
高
村
さ
ん
の
言
葉
か
ら
、
使
命
感
が
か
え

っ
て
人
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
別
院
に
関

わ
る
私
の
姿
勢
が
問
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。 

（ 

大
津
別
院
会
計 

比
叡
谷 

真 

） 

そ
う
き
ょ
う 

え 

ん 

と
く
だ 

 

じ
ゅ
ん
こ 

ひ   

え 

た
に 

ま
こ
と 
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近年、気候変動（地球温暖化）に対する危機が叫ばれています。温室効果ガスを発生さ
せる化石燃料（石炭・石油など）の燃焼等により温暖化が進み、海面上昇や生態系の破壊、干ばつ、食糧難などの
危機が指摘されています。ことに資金や技術面で早期の適応が難しい途上国において、より多くの被害が懸念され
ています。温暖化によって今まで住んでいた土地に住めなくなる人々が出て来るのです。 
一方で「温暖化は嘘」「人為的なものが原因ではない」「温暖化に関するデータを都合の良い部分のみ切り取っ

ている」などという懐疑論もあるようです。気候変動が経済問題・政治問題と結びついて複雑化し、問題の本質が
見えにくくなっているのかもしれません。 
正直言うと私自身、気候変動に対してあまり深刻に考えていませんでした。温暖化関連のニュースをどこまでも

他人事のように眺めて「えらいこっちゃ」と呟くくせに、近くのコンビニまでわざわざ車で移動する現実。 
ある環境活動家は「気候変動は意識する・しないに関わらず、無関係な人は一人もいません」「本当に助けが欲

しい人は、助けを求める声さえ上げることができません」とお話されました。気候変動の問題は、単に科学的視点
からどうすべきかという話ではなく、あらゆる差別抑圧の問題に結びついて語られているような気がします。気候
変動は私の欺瞞性が抉り出されてくる問題です。私には苦しむ人の顔が見えていないのです。            
（出版部会 藤野 顕生） 

過
去
の
常
磐
会
館
報
恩
講

法
話
も
配
信
中
！ 

写
真
は

二
〇
二
一
年
の
墨
林
浩
氏

に
よ
る
法
話
。 

※
教
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「

法
話
動
画

」
よ
り
ご
覧
く

だ
さ
い
！ 

 
教
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

 

二
〇
二
二
年
九
月
二
十
八
日
付 

出
雲
組 

妙
覺
寺 

 
 

三
桐 

 

慈
章 

出
雲
組 

正
藏
坊 

 
 

多
賀 

 

静
秀 

  

《 

常
磐
会
館
報
恩
講
に
つ
い
て 

》 

 

本
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
対
応
の
た
め
、
会
場
で
あ

る
大
講
堂
の
座
席
数
が
五
十
席
と
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
常
磐
会
館
責
任
役
員
・
総
代

を
中
心
と
し
、
人
数
を
制
限
し
て
お
勤
め
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
な
お
後
日
、
法
話
動
画
（
講
師 

廣
瀬 

俊

氏
／
大
阪
教
区
法
觀
寺
）
を
京
都
教
区
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
配
信
す
る
予
定
で
す
。 

 

 

《 

『
教
区
だ
よ
り
』
公
開
講
演
会 

》 

日
時 

十
二
月
十
九
日
（
月
） 

 
 

 

十
三
時
三
十
分
よ
り 

会
場 

し
ん
ら
ん
交
流
館
大
谷
ホ
ー
ル 

 

入
場
無
料 

六
〇
人
限
定 

先
着
順 

講
師 

四
衢 

亮 

氏 

（
岐
阜
高
山
教
区 

不
遠
寺
住
職
・
真
宗
大

谷
派
「
青
少
幼
年
セ
ン
タ
ー
」
研
究
員
） 

 

 

  

《 

『
教
区
だ
よ
り
』
カ
ラ
ー
化
の
お
知
ら
せ 

》 

か
ね
て
よ
り
、
『
教
区
だ
よ
り
』
の
カ
ラ

ー
化
へ
は
多
く
の
お
声
を
い
た
だ
い
て
お

り
し
ま
し
た
。 

昨
年
度
よ
り
、
ネ
ッ
ト
印
刷
の
利
用
に
よ

り
大
幅
な
経
費
削
減
が
叶
い
、
白
黒
印
刷
と

変
わ
ら
な
い
経
費
で
カ
ラ
ー
化
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
た
め
、
来
月
号
よ
り

『
教
区
だ
よ
り
』
を
カ
ラ
ー
版
で
お
届
け
し

ま
す
。 

数年前までは自分専用の地図を一冊買って、目的地までの道を覚えていたものだ。地図を便りに目的地に辿
りつけた時の達成感はなんともいえない。 
逆に道に迷っても素敵な場所に出たり、知らなかった道を発見できたりとお得な出来事もあった。 
最近ではカーナビの音声に従って車を運転する事がほとんどで、「自分で道を覚える事」も「道に迷う事」も

少なくなった。方向音痴の私には有難いカーナビ。だけど、頭の体操も必要だと思う今日この頃。 
2020 年 4 月号より全 18 回に亘っての連載「悲しみが通じあう時‐愚禿悲嘆述懐を通して‐」が最終回を迎

えました。執筆いただいた四衢亮先生には誌面をお借りして厚く御礼申し上げます。有難うございました。 
（出版部会 徳田潤子）  
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