
■
10
月
15
日
の
土
曜
日
、
数
年

ぶ
り
の
晴
天
に
恵
ま
れ
、
秋
晴
れ

の
中
、
気
持
ち
よ
く
秋
祭
り
「
お

会
式
」
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
見
送
っ
て
い
た

稚
児
行
列
も
３
年
ぶ
り
に
復
活
で

き
、
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
す
。

◆
屋
台
や
夜
の
万
灯
行
列
が
な
い

中
で
し
た
が
、
１
０
０
名
以
上
の
方

が
お
参
り
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

◆
地
元
の
子
ど
も
た
ち
や
、
遠
方

か
ら
お
山
し
ゅ
ぎ
ょ
う
の
参
加
者
も

来
て
く
れ
、
嬉
し
い
限
り
で
す
。

◆
数
年
続
け
て
い
る
各
種
催
し

は
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
パ
ラ
パ
ラ

と
参
加
者
が
あ
り
、
よ
う
や
く
知

名
度
が
上
が
っ
て
き
た
の
か
な
あ

と
感
じ
ま
し
た
。

■
私
個
人
と
し
て
は
、
稚
児
行

列
や
法
要
に
の
ぞ
む
心
構
え
の
説

明
を
か
な
り
工
夫
し
た
つ
も
り
な

の
で
す
が
、
ど
こ
ま
で
伝
わ
っ
て

い
た
で
し
ょ
う
か
。

■
日
本
仏
教
の
実
践
や
教
理
は
、

元
々
の
仏
教
が
中
国
で
再
解
釈
さ

れ
、
日
本
の
習
俗
が
複
雑
に
絡
み

合
い
形
作
ら
れ
た
た
め
、
「
ど
う

し
て
、
そ
う
な
っ
た
」
の
解
釈
に

迷
う
も
の
も
多
い
と
い
う
の
が
実

情
で
す
。
そ
の
混
沌
を
紐
解
い
て
、

目
の
前
の
人
に
分
か
り
や
す
い
言

葉
で
伝
え
て
い
く
の
が
僧
侶
の
役

目
の
１
つ
と
心
得
て
お
り
ま
す
。

■
そ
の
際
に
参
照
す
る
も
の
は
、

修
行
で
得
ら
れ
た
体
験
知
、
宗
派
、

仏
教
、
神
道
、
民
俗
学
、
儒
教
な

ど
の
教
え
で
す
。

■
今
回
も
、
儀
礼
と
し
て
受
け

身
で
参
加
さ
れ
が
ち
な
も
の
を
、

仏
道
修
行
と
し
て

少
し
で
も
積
極
的

に
参
加
い
た
だ
け

る
よ
う
説
明
い
た

し
ま
し
た
。

■
た
だ
、
参
加

者
の
反
応
を
見
た

限
り
で
は
、
仏
教
を
伝
え
る
の
は

本
当
に
難
し
い
な
ぁ
と
感
じ
る
と

共
に
、
自
ら
の
修
行
不
足
を
痛
感

い
た
し
ま
す
。

■
頂
上
さ
え
見
通
せ
な
い
遥
か

高
い
山
で
す
が
、
自
ら
の
命
が
尽

き
る
ま
で
、
で
き
る
だ
け
高
み
に

至
り
、
そ
の
喜
び
を
多
く
の
方
と

共
有
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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●
全
体
の
工
程

【
１
日
目
】

朝
７
時
頃
に
本
照
寺
を
出
発
し
、

３
時
間
か
け
て
登
り
口
へ
移
動
。
到

着
後
、
滝
行
で
身
を
清
め
て
登
山
開

始
。
５
時
間
で
高
低
差
１
２
０
０
ｍ

を
登
っ
た
。

到
着
後
は
夕
食
後
に
入
浴
し
、
ご

開
帳
、
お
勤
め
、
お
寺
の
案
内
を
受

け
21
時
就
寝
。

【
２
日
目
】

５
時
起
床

で
６
時
頃
ご

来
光
、
朝
食
。

4
時
間
半
で

下
山
。

下
山
後

は
入
浴
、

昼
食
で
一

休
み
し
、
身

延
山
周
辺
の
観
光
を
楽
し
ん
だ
。

●
山
と
日
本
人

古
来
よ
り
日
本
人
は
山
に
聖
な
る

も
の
を
感
じ
、
こ
も
っ
て
修
行
を
す

る
こ
と
で
不
思
議
な
力
が
授
か
る
と

考
え
て
き
ま
し
た
。

私
も
そ
ん
な
感
性
を
受
け
継
い
で

お
り
、
山
に
登
り
長
時
間
滞
在
す
る

こ
と
で
「
清
め
ら
れ
る
」
感
覚
は
深

く
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

●
何
が
良
か
っ
た
か

仏
道
修
行
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、

山
登
り
中
の
足
運
び
や
断
続
的
に
生

じ
る
筋
肉
の
痛
み
・
疲
労
感
な
ど
を

淡
々
と
捉
え
続
け
る
こ
と
で
心
が
静

ま
っ
て
い
き
ま
す
。

七
面
山
は
登
山
中
の
景
色
が
単
調

な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
却
っ
て
自
己

観
察
を
助
け
、
修
行
向
き
の
環
境

で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。

私
、
七
面
山
は
３
回
目
の
登

山
で
す
。
体
は
老
い
た
は
ず
で

す
が
、
今
ま
で
で
一
番
精
神
的
に

楽
で
し
た
。
登
山
中
に
残
り
の
距

離
を
気
に
し
て
心
が
惑
う
こ
と
も
な
く
、

目
的
の
お
寺
へ
着
い
た
と
き
に
は
、
た

だ
清
涼
感
だ
け
が
あ
り
ま
し
た
。

釈
尊
は
「
専
念
し
て
い
れ
ば
憂
い
は

生
じ
な
い
」
と
説
き
ま
す
。
３
回
目
の

登
山
に
し
て
こ
の
実
感
が
得
ら
れ
た
こ

と
は
、
僧
侶
と
し
て
大
き
な
喜
び
で
す
。

●
お
す
す
め
の
方

登
山
・
滝
行
・
頂
上
付
近
の
お
寺
へ

の
宿
泊
・
周
辺
の
観
光
に
興
味
の
あ
る

方
に
は
強
く
お
す
す
め
し
ま
す
。

仏
道
修
行
が
日
本
の
山
岳
信
仰
の
中

で
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
、
そ
の
一
端
を
自
分
の
体
験
を
通
し

て
推
し
量
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

多
く
の
方
と
来
年
一
緒
に
登
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

副住職の
コーナー

朝
の
詩

う

た

ひ
と
り

大
阪
府
寝
屋
川
市

三
谷
隆
英

82

雨
が
降
っ
た
ら

雨
だ
れ
の

音
を
聞
き
な
が
ら

ひ
と
り
居
る

風
が
吹
い
た
ら

に
し
、
ひ
が
し

吹
か
れ
る
ま
ま
に

歩
い
て
る

妻
を
亡
く
し
て
15
年

わ
た
し
は
こ
と
し

82
歳

雨
愛
媛
県
大
洲
市

土
居
義
彦

74

雨
が
降
り
続
く
た
び
に

子
供
時
分
の
雨
漏
り
を

思
い
出
す

カ
ー
ン

キ
ン
キ
ン

た
ら
い

バ
ケ
ツ

な
べ

ポ
タ
ー
ン

ポ
チ
ポ
チ

桶
（
お
け
）

に
ど
ん
ぶ
り

ブ
リ
キ
の
缶

天
井
の
し
ず
く
が
奏
で
る

透
き
通
る
不
思
議
な
音
色

な
ん
だ
か
弾
ん
だ
心

安
普
請
の
小
さ
な
古
い
家

や

す

ぶ

し

ん

雨
漏
り
が
始
ま
る
と

家
族
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た

入
れ
歯

大
分
市

岸
本
満
雄

73

死
ぬ
ま
で

も
ち
ま
す
か
と

よ
く
聞
か
れ
る

患
者
さ
ん
が

お
年
寄
り
だ
と

は
い

長
く
も
ち
ま
す
よ
と

答
え
る

患
者
さ
ん
が

ま
だ
若
い
と

手
入
れ
次
第
で
す
と

答
え
る

幸
せ
の
す
が
た

千
葉
県
市
川
市

国
広
恵
利

59

冬
の
朝
に

見
え
て
い
た
富
士
山
が

昼
に
は
姿
が

見
え
な
く
な
っ
て
い
た

富
士
山
は
確
か
に

そ
こ
に
あ
る
の
に

幸
せ
も

も
し
か
し
た
ら

そ
こ
に
あ
る
の
に

見
え
た
り

見
え
な
く
な
っ
た
り

し
て
い
る
だ
け
な
の
か
も

し
れ
な
い

（
産
経
新
聞
）

お
会
式
で
３
年
ぶ
り
の
稚
児
行
列

誰にでもできる月一回の修行・毎月1日午前9時から30～60分間・瞑想など心をととのえる「月初めの寺修行」、どなたでもお参りください
感染症対策に対応しています。1月は午後2時からとなります

稚児行列２枚。天気に恵まれて、本当にいい
絵になっていました。

㊨
法
要
前
の
話
を
聞
く
、
お
稚
児
さ
ん
や

参
列
の
方
々
。

㊤
小
学
生
が
３
０
０
文
字
弱
の
写
経
に
挑

戦
！

集
中
し
て
一
生
懸
命
書
い
て
く

れ
ま
し
た
。

㊧
㊤
竹
灯
ろ
う
作
り
。
皆
さ
ん
、
苦
労
し

て
竹
を
切
っ
て
い
ま
し
た
。

㊨
㊦
夕
方
、
本
堂
に
自
分
で
作
っ
た
灯
ろ

う
を
お
供
え
す
る
子
ど
も
た
ち
。
竹
灯
り

が
素
敵
な
雰
囲
気
で
す
ね
。

㊦
足
も
み
健
康
法
。
子
連
れ
で
も
参
加
で

き
る
よ
う
に
、
講
師
の
方
が
会
場
周
辺
に

子
ど
も
も
楽
し
め
る
足
つ
ぼ
マ
ッ
ト
を
用

意
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

㊦
痛
そ
う
な
足
つ
ぼ
マ
ッ
ト
と
棒
で
す(
笑)

講
座
中
は
「
イ
ヤ
ー
！
ギ
ャ
ー
ッ
！
」
と

い
う
楽
し
そ
う
な
声
が
聞
こ
え
て
い
ま
し

た
。

㊧
ギ
ン
ナ
ン
禅
。
い
い
臭
い
の
す
る
新
鮮

な
ギ
ン
ナ
ン
を
拾
っ
て
い
ま
す
。

㊦
ナ
イ
ト
ヨ
ガ
と
キ
ャ
ン
ド
ル
瞑
想
。
薄

暗
い
幻
想
的
な
雰
囲
気
の
中
で
、
ヨ
ガ
と

瞑
想
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
準
備
・
運
営
・
片
付
け
ま
で
お
手
伝
い
い

た
だ
い
た
役
員
の
方
々
、
催
し
を
開
い
て
く

だ
さ
っ
た
講
師
の
方
々
、
当
日
お
参
り
し
て

く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

く
っ
さ
～

(>_<)

全
体
の
所
感

坊
さ
ん
の
つ
ぶ
や
き

身延山のお隣、七面山へ登ってきました

10
月
下
旬
、
日
蓮
宗
の
青
年
会

で
山
梨
県
の
七
面
山
へ
登
り
、
山

頂
近
く
の
お
寺
へ
泊
ま
っ
て
き
ま

し
た
。
来
年
、
団
体
参
拝
の
予
定

な
の
で
、
参
考
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

登り口での滝行

山門付近で見るご来光



■
私
た
ち
俳
句
を
詠
む
人

よ

間
に
と
っ
て
は
吟
行
（
ぎ
ん
こ

う
・
和
歌
や
俳
句
の
題
材
を
求
め
て

出
か
け
る
こ
と
）

は
日
常
の
一

部
で
す
。

仲
間
と
一
緒
の
ピ
ク
ニ
ッ

ク
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

例
え
ば
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て

い
る
時
も
、
ご
飯
を
作
っ
て

い
る
時
も
、
そ
の
心
持
ち
さ

え
あ
れ
ば
す
べ
て
が
吟
行
で

す
。

目
や
耳
な
ど
五
感
か
ら
入
っ
て
く

る
精
報
で
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
も
の

が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
掬
（
す
く
）

い
取
っ

て
旬
帳
に
メ
モ
し
、
そ
の
五
感
を
頭

の
中
で
変
換
し
、
文
字
に
変
え
て
い

き
ま
す
。

■
昔
の
こ
と
で
す
が
、
吟
行
を
し

な
が
ら
頭
の
中
で
言
葉
を
こ
ね
く
り

回
し
て
い
て
ウ
ン
ザ
リ
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
、
墓
石
の
隙
間
に
生
え
る

ス
ミ
レ
が
ふ
と
目
に
留
ま
り
、
瞬
間
、

ハ
ッ
ト
し
ま
し
た
。
自
分
の
脳
味
噌

か
ら
出
て
く
る
言
葉
は
自
分
以
下
の

も
の
で
し
か
な
い
、
ス
ミ
レ
や
石
、

風
、
空
の
ほ
う
が
私
の
灰
色
の
脳
細

胞
よ
り
も
、
よ
っ
ぱ
ど
新
鮮
な
情
報

を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た

の
で
す
。

五
感
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、
そ
ん

な
体
験
を
す
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

■
俳
人
の
世
界
で
は
よ
く
「
生
憎

（
あ
い
に
く
）

と
い
う
言
葉
は
な
い
」
と

言
わ
れ
ま
す
。

「
き
ょ
う
は
生
憎
の
雨
で
桜
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
」

こ
れ
は
一
般
人
の
感
覚
で
す
が
、

俳
人
た
ち
は
「
こ
れ
で
雨
の
桜
の
句

を
詠
め
る
」
と
考
え
ま
す
。

雲
に
隠
れ
て
仲
秋
の
名
月
が
見
え

ち
ゅ
う
し
ゅ
う

め

い

げ

つ

な
い
時
に
は
「
無
月
を
楽
し
む
」
、

む

げ

つ

雨
が
降
っ
た
ら
「
雨
月
を
楽
し
む
」

う

げ

つ

と
捉
え
ま
す
。

■
こ
れ
は
日
本
人
な
ら
で
は
の
精

神
で
あ
り
、

俳
人
の
心
根

に
あ
る
も
の

な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

そ
の
精
神

で
俳
句
を
続

け
て
い
く
と
、

個
人
的
な
不

幸
や
病
気
、

苦
し
み
、
憎

し
み
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
の
も
の

が
、
す
べ
て
句
材
と
思
え
る
よ
う
に

な
る
の
で
す
。

■
私
た
ち
の
仲
間
で
も
、
病
気
や

家
庭
の
事
情
な
ど
を
抱
え
な
が
ら
頑

張
っ
て
生
き
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん

い
ま
す
。

引
き
こ
も
っ
て
い
た
人
が
俳
句
に

出
合
っ
て
外
に
出
歩
け
る
よ
う
に
な
っ

た
と
か
、
視
覚
に
障
害
を
得
て
落
ち

込
ん
で
い
た
人
が
元
気
に
な
っ
た
と

か
、
大
切
な
家
族
を
亡
く
さ
れ
た
人

が
俳
句
仲
間
に
支
え
ら
れ
て
立
ち
直

る
こ
と
が
で
き
た
と
か
、
そ
う
い
っ

た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ

ん
。そ

れ
ま
で
何
を
や
っ
て
も
マ
イ
ナ

ス
思
考
で
、
螺
旋
階
段
を
グ
ル
グ
ル

ら

せ

ん

回
り
な
が
ら
果
て
し
な
く
下
り
て
ゆ

く
い
く
よ
う
に
生
き
て
い
た
人
が
、

物
の
見
方
が
全
く
変
わ
っ
て
、
活
き

活
き
と
し
た
人
生
を
生
き
る
よ
う
に

な
る
。

こ
れ
こ
そ
が
俳
句
の
力
で
は
な
い

で
し
よ
う
か
。

「
一
日
一
話

読
め
ば
心
が
熱
く
な
る

３
６
５
人
の
仕
事
の
教
科
書
」

致
知
出
版
社
よ
り
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■
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
軍
事
侵
攻
が
続
い
て
い
る

が
、
ロ
シ
ア
が
ミ
サ
イ
ル
不
足
で
ド
ロ
ー
ン
ミ
サ
イ
ル
に
て

攻
撃
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
神

風
・
カ
ミ
カ
ゼ
」
ド
ロ
ー
ン
と
呼
ん
で
い
る
。
６
年
前
、
フ
ラ
ン
ス

で
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
が
花
火
見
物
客
が
集
ま
る
遊
歩
道
に
ト
ラ
ッ
ク
で

突
っ
込
み
、
86
人
を
死
亡
さ
せ
た
無
差
別
殺
人
テ
ロ
行
為
が
あ
っ
た
が
、

こ
の
報
道
に
関
連
し
、
日
本
の
「
朝
日
新
聞
」
は
テ
ロ
と
神
風
特
攻
隊
を

同
一
視
し
、
「
少
女
に
爆
発
物
を
巻
き
付
け
て
自
爆
を
強
い
る
過
激
派
の
卑
劣
。

70
年
前
、
特
攻
と
い
う
人
間
爆
弾
に
賞
賛
を
送
っ
た
国
が
あ
っ
た
」
と
、
新
聞
に

書
い
た
。
「
お
い
お
い
朝
日
新
聞
」
、
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
テ
ロ
と
は
、
無
差
別
殺

人
で
あ
り
、
特
攻
隊
は
国
際
法
が
適
用
さ
れ
る
「
軍
人
相
手
」
な
の
で
あ
り
、
誤
用
も

甚
だ
し
い
限
り
で
あ
る
。
■
広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
や
、
東
京
大
空
襲
を
始
め
全
国

に
２
千
回
に
及
ぶ
Ｂ
29
に
よ
る
空
襲
な
ど
は
、
国
際
法
上
禁
じ
ら
れ
て
い
る
完
璧
な
る

「
一
般
市
民
無
差
別
大
量
殺
人
テ
ロ
」
な
の
で
あ
る
。
特
攻
隊
を
美
化
す
る
気
は
全
く
な

い
が
、
誤
用
は
止
め
て
頂
き
た
い
。
■
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
本
土
空
襲
２
千
回
、
犠
牲
者
約

46
万
人
。
こ
れ
を
国
際
法
違
反
の
無
差
別
大
量
殺
人
と
言
わ
ず
し
て
、
何
と
言
お
う
か
。

編
集
後
記

な
ど

人
生
い
き
い
き

■
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
川
柳
」
と
は
毎
年
、

せ
ん
り
ゅ
う

「
第
一
生
命
保
険
」
が
全
国
か
ら
川
柳
を

募
集
し
て
一
番
を
決
め
る
、
と
い
う
も
の
。
昨
年
は
「
会
社
へ
は

来
る
な

と
上
司

行
け
と
妻
」
が
一
位
。
今
年
は
「
８
時
だ
よ

昔
は
集
合

今
閉

店
」
が
一
位
で
あ
っ
た
。
過
去
の
出
色
は
「
昼
食
は

妻
が
セ
レ
ブ
で

俺

セ
ル
フ
」
「
我
が
家
で
は

子
供
ポ
ケ
モ
ン

パ
パ
ノ
ケ
モ
ン
」
な
ど
が
楽

し
い
。
川
柳
の
利
点
は
俳
句
の
よ
う
に
季
語
を
必
要
と
せ
ず
、
誰
で
も
簡
単

に
詠
え
る
こ
と
。
逆
に
俳
句
は
世
界
一
短
い
詩
で
あ
り
、
季
語
が
あ
る
か
ら

こ
そ
ク
ー
ル
（
か
っ
こ
い
い
）
で
あ
る
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｂ
Ｓ
「
ク
ー
ル
ジ
ャ

パ
ン
」
に
出
演
す
る
在
日
外
国
人
が
申
し
て
い
た
。
■
確
か
に
、
今
ま
で
何

気
な
く
通
り
過
ぎ
て
い
た
径
（
み
ち
）

ひ
と
つ
に
し
て
も
、
俳
句
を
始
め
る

と
様
々
な
木
々
や
草
花
に
目
が
届
く
よ
う
に
な
り
、
吟
行
（
ぎ
ん
こ
う
・
和
歌

や
俳
句
の
題
材
を
求
め
て
出
か
け
る
こ
と
）

と
な
る
よ
う
だ
。
趣
味
と
し
て
は
偏
差

値
が
高
い
か
と
も
思
う
が
、
世
界
が
今
ま
で
と
違
っ
て
見
え
て
く
る
と
い
う

こ
と
は
、
第
二
の
人
生
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
？
■
こ
の
た

び
は
Ｔ
Ｖ
で
お
馴
染
み
の
俳
人
「
夏
井
い
つ
き
」
の
一
文
を
ご
紹
介
し
た
い
。

俳句はあなたの人生を前向きに変える力がある

俳
句
の
世
界
で
は
生
憎
（
あ
い
に
く
）

と
い
う
言
葉
は
な
い

引
き
こ
も
っ
て
い
た
人
が
俳
句
に
出
合
っ
て
外
に
出
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た

夏
井
い
つ
き

俳
人
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。

８
年
間
の
中
学
校
国
語
教
師
の

後
、
俳
人
へ
転
身
。
Ｔ
Ｂ
Ｓ

「
プ
レ
バ
ト
」
で
も
お
馴
染
み
。
帝

塚
山
学
院
大
学
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
学
部
客
員
教
授
。

昭
和
32
年
生
ま
れ
。
愛
媛
県
出
身
。
２
０
２
２
年
６

月
、
「
長
い
言
葉
は
嫌
わ
れ
る
」
（
日
経
Ｂ
Ｐ
）
を

コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
・
横
田
伊
佐
男
と
の
対
談
で
出
版
。

俳
句
は
ク
ー
ル
！

子
供
と
お
話

世
界
が
広
が
る

主
婦

伊
藤
ゆ
か
り

57

愛
知
県
豊
田
市

夫
と
車
に
乗
っ
て
い
る
と

「
田
ん
ぼ
に
水
が
入
っ
て
き
れ

い
だ
ね
」
と
か
、
「
緑
が
濃
く

な
っ
た
ね
」
な
ど
と
言
わ
れ
、

初
め
て
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
景
色
を
見
る
と
い

う
習
慣
が
な
く
、
車
で
も
た
だ

前
を
見
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。

生
ま
れ
持
っ
た
特
性
で
、
単

に
花
鳥
風
月
に
疎
い
か
ら
だ
と

思
っ
て
い
た
。

だ
が
、
幼
少
期
に
親
か
ら
話

し
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
。

「
虫
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
」

「
花
が
咲
い
て
る
よ
」
な
ど
、

何
で
も
い
い
の
だ
が
、
母
親
か

ら
話
し
か
け
ら
れ
た
記
憶
が
な

い
の
だ
。

一
方
、
義
母
は
花
の
名
に
詳

し
く
、
よ
く
口
に
し
て
い
る
。

親
の
働
き
か
け
と
子
供
の
性

質
に
関
連
が
あ
る
な
ら
、
ス
マ

ホ
に
夢
中
に
な
り
、
子
供
の
話

に
無
関
心
な
親
に
育
て
ら
れ
た

子
供
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
な
る

の
だ
ろ
う
。

杞
憂
か
も
し
れ
な
い
が
、
子

供
た
ち
と
い
る
と
き
は
、
自
ら

も
ス
マ
ホ
か
ら
少
し
離
れ
て
み

る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
産
経
新
聞
）

「子供の感性はどうしたら育つのか？」と保護者から聞かれると「お子さんは木登りしてますか」「朝日を見ていますか」と聞き返します。

私は今もいい月が出たり、鳥の声が聞こえてきたら庭に飛び出します。そういう体験が、感性に関係してくると思うのです。
細川護煕・ほそかわもりひろ・84歳・陶芸家・茶人・元内閣総理大臣・現アーティスト


