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（説明）西浦サーキット横の海岸からラグーナを望むと、、、 

一
九
七
〇
年
に
大
阪
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当

時
九
歳
だ
っ
た
私
は
、
母
親
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
体
調
の

悪
い
父
を
支
え
な
が
ら
万
博
に
連
れ
て
行
っ
た
の
か
も
知

ら
ず
に
、
頭
の
上
を
動
い
て
い
る
カ
プ
セ
ル
の
乗
り
物
に

乗
り
た
い
と
言
っ
て
困
ら
せ
た
。
大
行
列
で
乗
れ
な
く
て
、

仕
方
な
く
万
博
の
ワ
ッ
ペ
ン
の
付
い
た
カ
ウ
ボ
ー
イ
ハ
ッ

ト
を
買
っ
て
も
ら
っ
て
ご
満
悦
だ
っ
た
。
翌
年
十
一
月
に

父
は
亡
く
な
り
、
父
と
行
っ
た
最
後
の
旅
行
で
あ
る
大
阪

万
博
は
、
ほ
ろ
苦
い
思
い
出
と
し
て
心
に
残
っ
て
い
る
。 

「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
の
テ
ー
マ
で
開
か
れ
た
大
阪

万
博
は
、
ア
メ
リ
カ
館
に
ア
ポ
ロ
十
五
号
が
採
取
し
た
「
月

の
石
」
が
展
示
さ
れ
る
な
ど
、
心
お
ど
る
も
の
だ
っ
た
。

当
時
の
日
本
は
、
高
度
経
済
成
長
の
時
代
で
、
一
九
六
四

年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
東
海
道
新
幹
線
や
高
速
道
路

の
開
通
、
自
家
用
車
や
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
普
及
な
ど
、
世

界
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
と
、
右
肩
上
が
り
に
進
歩
し
て

い
っ
た
時
代
で
、
誰
も
が
将
来
に
夢
を
描
い
て
い
た
時
代

だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。 

そ
れ
か
ら
五
十
五
年
が
過
ぎ
て
、
今
年
大
阪
万
博
が
始

ま
っ
た
が
、
私
に
は
か
つ
て
の
よ
う
な
胸
躍
る
思
い
が
な

い
。
人
類
の
進
歩
ど
こ
ろ
か
、
若
者
が
将
来
に
夢
を
描
く

こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
こ
の
世
界
は
行
き
詰
ま
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。 

親
鸞
聖
人
の
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界

は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご

と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ

と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
い
う
金
言
は
、
ま
さ
に
今
の
時

代
を
言
い
当
て
て
い
る
。
科
学
技
術
は
進
歩
し
た
が
、
人

間
の
本
質
は
変
わ
ら
ず
、
科
学
を
駆
使
し
た
戦
争
は
止
ま

な
い
。
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、

一
度
立
ち
止
ま
っ
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。
（
祐
徹
） 
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二
〇
二
四
年 

報
恩
講
法
話 

（
要
約
） 

大

橋

お
お
は
し

恵え

真し
ん 

師 
 
 
 

（柏
原
市
遠
慶
寺
住
職
） 

み
な
さ
ん
、
本
願
と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。
私
は

あ
る
先
生
か
ら
、
本
願
と
は
本
当
の
願
い
だ
と
教
わ
り

ま
し
た
。 

私
た
ち
が
普
段
持
っ
て
い
る
願
い
は
欲
望
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
仏
教
で
は
、
欲
を
願
と
は
言
わ
な
い
の

で
す
。
欲
と
い
う
の
は
、
人
間
の
浅
い
と
こ
ろ
に
あ
る

願
い
で
あ
り
、
キ
リ
が
な
い
の
で
決
し
て
満
足
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
世
界
を
餓
鬼
道
と

言
い
、
そ
の
有
様
が
『仏
説
無
量
寿
経
』に
は
、
こ
う
書

か
れ
て
い
ま
す
。 

 

適
た
ま
た
ま

一
つ
あ
れ
ば
ま
た
一
つ
少か

け
ぬ
。
こ
れ
あ

れ
ば
こ
れ
少か

け
ぬ
。
斉さ

い

等と
う

に
あ
ら
ん
こ
と
を
思

う
。

適
た
ま
た
ま

具つ
ぶ

さ
に
あ
ら
ん
と
欲お

も

え
ば
、
す
な

わ
ち
ま
た
糜み

散さ
ん

し
ぬ
。
・・・身
心
倶と

も

に
労
れ

つ
か

て
坐ざ

起き

安や
す

か
ら
ず
。 

(

一
つ
揃
っ
た
と
思
っ
た
ら
ま
た
あ
れ
が
無
く
な
っ

て
い
く
。
自
分
の
欲
望
に
ぴ
っ
た
り
合
う
よ
う
に

な
っ
て
ほ
し
い
。
こ
れ
で
十
分
だ
と
思
っ
た
ら
ま

た
散
っ
て
い
く
。
・・・身
も
心
も
疲
れ
て
い
つ
で
も

心
休
ま
る
時
が
な
い
。) 

お
釈
迦
様
の
時
代
か
ら
人
間
は
変
わ
っ
て
い
な
い
で

す
ね
。 

そ
れ
に
対
し
て
本
願
と
は
、
お
釈
迦
様
が
悟
り
を

開
い
て
見
抜
か
れ
た
、
人
間
が
自
身
で
は
分
か
ら
な
い

心
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
願
い
で
す
。 

私
の
思
い
通
り

に
な
っ
た
ら
幸
せ

だ
と
い
う
の
は
、

人
間
の
本
能
で

す
。
私
た
ち
は
、

そ
の
た
め
に
外
の

条
件
を
私
の
欲

望
に
合
わ
せ
て
い

こ
う
と
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と

を
仏
教
で
は
外
道
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏

道(

内
観
道)

と
い
う
の
は
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の

は
自
分
自
身
の
心
が
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

に
問
題
で
あ
る
の
か
を
仏
教
に
尋
ね
て
い
く
道
で
す
。

自
分
で
自
分
の
内
を
観
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な
の

で
、
何
度
も
仏
教
を
聞
い
て
気
づ
か
さ
れ
る
し
か
な
い

の
で
す
。
本
来
は
、
私
た
ち
の
欲
望
が
求
め
る
も
の
な

ど
無
く
て
も
生
き
て
い
け
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
私

た
ち
は
本
願
に
目
覚
め
る
こ
と
な
く
、
目
先
の
欲
望
に

振
り
回
さ
れ
な
が
ら
心
な
く
し
て
生
き
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
超
え
て
い
く
に
は
、
お
釈
迦
様
の
教

え
を
よ
く
聞
い
て
、
自
ら
の
内
に
目
覚
め
て
い
く
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
『仏
説
無
量
寿
経
』の
中
に
、 

少

欲

し
ょ
う
よ
く

知ち

足そ
く(

欲
少
な
く
し
て
足
る
を
知
る) 

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
既
に
私
に
必
要
な
も
の
は

す
べ
て
揃
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
私
た
ち
の
姿
は
む

し
ろ
「欲
多
く
足
る
を
知
ら
ず
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

「知
足
」と
い
う
こ
と
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、

南
無
阿
弥
陀
仏
の
仏
法
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。 
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竹
中

た
け
な
か 

慈 じ

祥
し
ょ
う 

師 

（
米
原
市
眞
廣
寺
住
職
） 

大
慈

だ
い
じ

大
悲

だ
い
ひ 

こ
の
慈
と
い
う
言
葉
は
、
お
釈
迦
様
の
時
代
で
は

マ
イ
ト
レ
ー
ヤ(Maitreya)

と
言
い
、
慈
し
む
、
可
愛

が
る
、
大
事
に
思
う
、
育
む
、
守
る
と
い
う
意
味
で
す
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
様
は
必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お

り
、
法
蔵
菩
薩
の
姿
で
私
た
ち
が
お
念
仏
申
す
の
を

待
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に

は
私
た
ち
を
摂お

さ

め
取
っ
て
捨
て
な
い
と
て
も
優
し

い
仏
様
で
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
愛
だ
け
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
大
慈
大
悲
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
悲
し
み
が

あ
り
ま
す
。
悲
し
み
の
元
の
言
葉
は
カ
ル
ナ
ー

(karu ṇ ā

）
と
言
い
、
う
め
き
声
と
訳
さ
れ
ま
す
。 

今
回
は
、
悲
し
み
を
主
題
と
し
て
善

鸞

ぜ
ん
ら
ん

事
件
を

取
り
上
げ
ま
し
た
。
善
鸞
事
件
と
は
、
親
鸞
聖
人
が
ご

長
男
で
あ
る
善
鸞
大
徳
と
親
子
の
縁
を
切
ら
れ
た

(

義
絶)

事
件
で
す
。 

親
鸞
聖
人
が
関
東
か
ら
京
都
に
お
戻
り
に
な
ら
れ
、

そ
の
後
関
東
で
宗
祖
の
教
え
と
異
な
る
教
え
が
蔓
延

し
ま
し
た
。
そ
の
混
乱
を
収
束
す
べ
く
、
善
鸞
が
関
東

で
孤
軍
奮
闘
す
る
の
で
す
が
、
教
え
を
歪
め
る
教
説

を
広
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
義
絶
す
る

に
至
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
善
鸞
は
宗
祖
の
教
え
を
歪
め
る

よ
う
な
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
悪
者
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
心
理
学
の
用

語
に
バ
イ
ア
ス
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
認
知

の
歪
み
、
偏
り
を
意
味
し
ま
す
。
例
え
ば
、
ダ
ニ
ン
グ

ク
ル
ー
ガ
ー
効
果
と
い
う
バ
イ
ア
ス
は
、
人
間
は
い

か
に
謙
虚
で
あ
っ
て
も
自
分
を
過
大
評
価
し
、
他
人

を
見
下
し
て
い
る
と
い
う
歪
ん
だ
認
知
の
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
、
バ
イ
ア
ス
の
塊
で
あ
り
、
物
事
を
歪
ん
で

し
か
見
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
深
く
信
じ

る
こ
と
を
機
の
深
信
と
言
い
ま
す
。
私
自
身
が
い
か

に
愚
か
で
あ
る
か
を
信
じ
る
と
こ
ろ
に
法
が
や
っ
て

き
ま
す
。 

 

善
鸞
事
件
当
時
、
親
鸞
聖
人
は
八
十
歳
、
善
鸞
は
三

十
～
四
十
歳
ほ
ど
で
す
。
宗
祖
の
年
齢
か
ら
、
お
そ
ら

く
関
東
の
門
弟
の
多
く
は
六
十
、
七
十
歳
以
上
だ
と

推
察
で
き
ま
す
。
そ
の
人
達
が
、
自
分
よ
り
も
は
る
か

に
若
い
善
鸞
に
よ
る
教
説
を
素
直
に
聞
け
た
で
し
ょ

う
か
。
関
東
の
門
弟
も
念
仏
の
教
え
を
歪
め
よ
う
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
に
、
教
え
を

伝
え
た
く
て
も
聞
い
て
も
ら
え
な
い
善
鸞
と
聞
け
な

い
門
弟
と
の
間
に
生
ま
れ
た
悲
し
み
が
あ
る
の
で
す
。 

誰
も
悪
く
な
い
の
で
す
が
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り

が
持
つ
自
己
執
着
、
相
手
へ
の
見
下
し
、
事
実
を
都
合

よ
く
歪
め
て
聞
く
バ
イ
ア
ス
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

今
日
私
が
言
い
た
い
悲
し
み
は
、
誰
か
が
悪
い
こ

と
を
し
て
い
る
、
世
の
中
が
歪
ん
で
い
っ
て
い
る
こ

と
へ
の
悲
し
み
で
は
な
く
、
そ
の
世
の
中
を
作
っ
て

い
る
の
が
私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
世
の
中
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
は
、

私
も
お
か
し
い
の
で

す
。
そ
こ
に
帰
っ
て

こ
ら
れ
る
か
が
大
切

で
す
。
阿
弥
陀
様
か

ら
見
た
私
た
ち
は
、

悲
し
い
存
在
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 
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春
季
彼
岸
会
法
話 

青
木

あ

お

き 
馨

か
お
る 

師 

（碧
南
市
蓮
成
寺
住
職
） 

浄
土
真
宗
だ
け
が
「
本
尊
」
と
い
う
こ
と
を
問
題

に
し
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
。 

 

宗
派
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
宗
派
っ
て
昔
か
ら
あ
る
ん

で
す
。
法
然
上
人
が
、
親
鸞
聖
人
が
入
門
さ
れ
た
頃

に
浄
土
宗
を
起
こ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
元
々
日

本
に
あ
る
仏
教
の
方
か
ら
弾
圧
さ
れ
る
。
そ
の
結
果

が
流
罪
に
あ
う
。
親
鸞
聖
人
は
越
後
に
法
然
上
人

は
土
佐
へ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
浄
土
宗
」

と
い
う
宗
を
起
こ
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
う
ん
で
す

け
ど
も
、
そ
の
時
ま
で
の
宗
と
い
う
の
は
、
学
問
の

学
部
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
て
も
良
い
と
思
う
ん

で
す
ね
。
今
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
宗
と
は

違
う
。
江
戸
時
代
に
な
っ
て
今
私
た
ち
が
思
っ
て
い

る
よ
う
な
何
々
宗
何
々
派
の
本
山
は
こ
こ
と
い
う

こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
ん
で
す
。 

 

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
真
宗
の
ご
本
尊
っ
て

何
だ
と
い
う
こ
と
を
議
論
す
る
よ
う
な
書
物
が
出

て
い
る
ん
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
ご
本
尊
は
「
帰
命

尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
「
南
無
不
可
思
議
光
如
来
」

だ
っ
た
り
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
。
阿
弥
陀
仏
と
言
っ
て

も
色
も
形
も
何
も
な
い
法
蔵
菩
薩
が
修
行
な
さ
っ

た
結
果
の
、
応
身
仏
だ
と
い
う
よ
う
な
難
し
い
こ
と

を
書
い
た
り
さ
れ
る
ん
で
す
け
ど
。
他
の
宗
派
は
、

本
尊
は
何
だ
っ
て
い
い
ん
で
す
。 

 

浄
土
宗
は
結
構
座
っ
た
阿
弥
陀
さ
ん
が
多
い
ん
で

す
け
ど
、
私
た
ち
真
宗
の
寺
は
皆
こ
の
（立
っ
て
い
る
）

ス
タ
イ
ル
な
ん
で
す
。
け
ど
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に

な
っ
て
か
ら
の
ご
本
尊
で
あ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
は
、

お
そ
ら
く
こ
う
い
う
も
の
に
は
目
を
向
け
ら
れ
な
か

っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
法
然
上
人
は
、

阿
弥
陀
さ
ま
の
お
姿
を
快
慶
と
い
う
有
名
な
仏
師

に
作
ら
せ
、
そ
の
体
の
中
に
当
時
関
係
し
た
方
々
の

名
前
が
書
い
て
あ
る
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
文
化
財

と
し
て
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
に
は
そ
う
い
っ
た
も
の
が

一
切
残
っ
て
い
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
場
合
は
お
名
号

（み
ょ
う
ご
う
）
は
六
点
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
手
を
合
わ
せ
て
拝
む
と
い
う
行
為

を
な
さ
れ
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
私
の

新
説
で
す
。
皆
さ
ん
お
参
り
す
る
と
き
必
ず
手
を

合
わ
せ
る
で
し
ょ
う
。
手
を
合
わ
せ
て
お
参
り
し
な

か
っ
た
ら
お
参
り
し
た
よ
う
な
気
が
し
ま
せ
ん
よ
ね
。

親
鸞
聖
人
の
お
姿
の
多
く
は
数
珠
を
握
っ
て
い
る
。

手
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
る
親
鸞
聖
人
の
お
姿
も
あ

る
に
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
一
遍
上
人
の
時

宗
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
全
国

に
時
宗
の
お
寺
は
四
百
く
ら
い
あ
る
。
日
本
に
念
仏

を
唱
え
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
の
は
、
遊
行
（
ゆ
ぎ
ょ
う
）

と
言
い
ま
す
が
、
一
遍
上
人
の
時
宗
の
影
響
が
大
き

い
と
思
い
ま
す
。 

 

ど
こ
の
宗
派
で
も
浄
土
宗
で
も
、
お
札
と
か
お
守

り
を
売
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
浄
土
真
宗
で
売
っ
て
い

る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
本
願
寺
じ
ゃ
な
く
て
も

浄
土
真
宗
で
そ
う
い
う
も
の
を
扱
っ
て
い
る
寺
は
な

い
で
す
。
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
精
神
が
伝
わ
っ
て
い

る
一
つ
の
証
し
で
す
ね
。 

 

覚
如
上
人
か
ら
蓮
如
上
人
ま
で
の
間
は
い
ろ
ん
な

ご
本
尊
が
あ
る
。
蓮
如
上
人
か
ら
は
、
皆
さ
ん
の
お

家
に
あ
る
よ
う
な
掛
け
軸
に
な
る
。
こ
う
い
う
木
仏

の
ご
本
尊
は
、
江
戸
時
代
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
変

遷
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ご
本
尊
を
踏
み
違
え
な
い
と

い
う
文
化
が
、
た
く
さ
ん
の
仏
教
の
中
で
浄
土
真
宗

だ
け
に
は
あ
っ
た
ん
で
す
。 

 

手
を
合
わ
せ
た
ら
ど
こ
か
へ
向
か
う
と
思
い
ま
せ

ん
か
？
何
に
も
な
い
所
で
手
を
合
わ
せ
ま
す
？
手

を
合
わ
せ
て
合
掌
す
る
の
は
、
中
国
の
善
導
大
師
の

影
響
な
ん
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
光
に
な
っ
て
満
ち

み
ち
て
い
る
と
。
ど
こ
か
に
と
い
う
話
で
は
な
い
。
だ

か
ら
昔
の
人
、
爺
ち
ゃ

ん
婆
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、

ど
こ
に
居
っ
て
も
「
な
ん

ま
ん
だ
ぶ
、
な
ん
ま
ん

だ
ぶ
」
っ
て
言
っ
て
ま
せ

ん
で
し
た
か
？
そ
う
い

う
覚
え
の
あ
る
方
お
い

で
る
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
が
親
鸞
聖
人
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
こ
と
に
極
め

て
近
い
ん
で
す
。 
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牧
野

ま
き
の 

篤
司

あ
つ
し 

さ
ん 

（
形
原
町
） 

Ｑ 

牧
野
さ
ん
が
津
軽
三
味
線
に
出
会
わ
れ
た
き

っ
か
け
は
？ 

牧
野 

二
〇
一
三
年
三
月
に
ツ
ア
ー
で
青
森
へ
旅

行
に
い
っ
た
ん
で
す
。
弘
前
で
二
時
間
程
の
自
由
時

間
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
み
ん
な
は
弘
前
城
に
行
っ
た

け
ど
、
私
ら
夫
婦
だ
け
調
べ
て
あ
っ
た
黒
石
の
「
こ

み
せ
駅
」っ
て
い
う
所
へ
行
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
佐

藤
晶
っ
て
い
う
子
が
津
軽
三
味
線
を
弾
い
て
た
ん

で
す
よ
。
初
め
て
そ
れ
を
聴
い
た
ら
も
の
す
ご
い
感

動
し
て
、
そ
れ
で
そ
の
子
と
メ
ー
ル
交
換
し
た
ん
で

す
。 

Ｑ 

黒
澤
さ
ん
と
の
出
会
い
は
？ 

牧
野 

晶
君
が
次
の
年
、
金
木
町
で
三
味
線
の
全

国
大
会
に
出
る
っ
て
言
う
か
ら
応
援
に
行
っ
た
ん

で
す
。
そ
こ
で
黒
澤
さ
ん
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
三
連

覇
し
た
す
ご
い
方
が
居
る
か
ら
っ
て
、
会
わ
し
て
く

れ
た
ん
で
す
よ
。
挨
拶
に
行
っ
た
ら
す
ご
い
気
さ
く

な
方
で
、
晶
君
に
「
ち
ょ
っ
と
弾
い
て
み
ろ
」
っ
て
言

っ
て
、
音
の
調
整
を
し
て
教
え
る
ん
で
す
。
自
分
の

お
弟
子
さ
ん
も
出
て
い
て
、
対
戦
相
手
に
な
る
子

に
そ
う
や
っ
て
指
導
す
る
の
に
び
っ
く
り
し
た
ん
で

す
。
そ
れ
で
晶
君
は
三
位
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。 

Ｑ 

津
軽
三
味
線
と
は
？ 

牧
野 

仁
太
坊
（に
た
ぼ
う
）
と
い
う
目
の
不
自
由
な

人
が
、
あ
の
叩
く
弾
き
方
で
演
奏
し
て
回
っ
た
の
が

始
ま
り
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

Ｑ 

東
北
に
ど
の
く
ら
い
行
か
れ
る
ん
で
す
か
？ 

牧
野 

コ
ロ
ナ
前
ま
で
は
毎
月
く
ら
い
行
っ
て
ま
し

た
。
盛
岡
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
に
黒
澤
さ
ん
に
連
れ
て

行
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
山
本
恭
司
さ
ん
が
エ
レ
キ
ギ

タ
ー
ラ
イ
ブ
を
や
っ
て
て
、
途
中
で
黒
澤
さ
ん
が
ス

テ
ー
ジ
に
呼
ば
れ
て
ギ
タ
ー
と
三
味
線
の
掛
け
合

い
が
始
ま
っ
て
。
み
ん
な
大
喜
び
で
す
よ
。 

Ｑ
。 

そ
ん
な
す
ご
い
方
が
気
軽
に
来
て
い
た
だ
け

る
っ
て
、
い
い
ん
で
す
か
？ 

牧
野 

青
森
で
も
金
木
の
他
に
青
森
・
弘
前
で
大

会
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て
、
東
京
を
は
じ
め
各
地

に
も
広
ま
っ
て
き
た
し
、
み
ん
な
が
腕
を
競
う
か
ら

ど
ん
ど
ん
進
歩
し
て
い
ま
す
。
黒
澤
さ
ん
は
海
外

で
も
活
動
し
て
い

ま
す
。
だ
け
ど
、

全
体
に
は
活
動
の

場
が
少
な
い
。
今

回
の
よ
う
な
演
奏

会
を
き
っ
か
け
に

広
ま
っ
て
い
け
ば

と
思
い
ま
す
。 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

お
ん
ど
う
ぼ
う 

（11） 

今
回
は
、
牧
野
篤
司
さ
ん
に
津
軽
三
味
線
と
出
会
っ
た 

き
っ
か
け
や
魅
力
に
つ
い
て
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。 

 

牧
野
さ
ん
に
は
、
二
〇
一
七
年
林
光
寺
の
真
宗
の
集

い
と
、
今
月
二
〇
日
に
豊
橋
別
院
の
報
徳
会
に
黒
澤

博
幸
さ
ん
を
招
い
て
津
軽
三
味
線
の
演
奏
を
お
願
い

す
る
お
世
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

牧野篤司さんと光江さんご夫妻 



6

仏教あれこれ

11 聖徳太子 その 2 （聖人伝説）

聖徳太子といえば，右のような伝説が昭和の時代

まで言い伝えられてきました。また，聖徳太子の業

績として，「冠位十二階制定」「憲法十七条制定」「遣

隋使派遣」「法隆寺創建」などがあげられています。

では，なぜ聖徳太子を何でもできてしまうスーパ

ーマンのように，ことさら聖人に見立てようとした

のでしょうか。

聖徳太子の公式の名前は，8世紀前半成立の『古事記』では「 上 宮之 厩 戸豊聡 耳
かみつみや の うまやとのとよ と みみの

命 」，『日本書紀』では「 厩 戸豊聡 耳 皇子 命 」と記されています。「厩戸」は彼を
みこと うまやとのとよ と みみの み こ のみこと

養育した豪族の地名や職名に由来するのが一般的ですが，どうもそれらしき豪族が見

当たらない。でも地名に「 厩 坂」という場所があるのでそこに由来するのではない
うまやさか

かとする説もありますが，はっきりしたことはわかりません。わからないから後の人

が馬小屋の前で生まれた（聖人にはよくある）という話を作り上げたようです。また，

「豊聡耳」は「とよ・と・みみ」と分解しますが，「とよ」は褒めていう呼び方，「と」
ほ

は何の意味かわかりませんが，「みみ」は神やその威勢をあらわす「み」を重ねてい

ったもので，「と」も同様の語義だったと考えられます。この「と」をあらわすのに

「聡」の字をあてたために，生まれながら言葉を話し，聖人の智をそなえていたとい

う太子の聡明さを語る伝説が生み出されたといわれます。また，「みみ」には本来の

意味とは関係なく耳の字をあてたので，太子は特別に聴覚のすぐれた人だったに違い

ないとされたのです。

また，業績についてですが，いずれも『日本書紀』では「聖徳太子がやった」とは

書かれていません。最近の研究では，推古王朝は推古天皇・
すい こ

蘇我馬子・厩戸王 3 者の共同体制による運営が妥当と考えら
そ がのうま こ

れています。

ということで，彼が生きている間は，どうも普通よりもち

ょっと秀でた程度の皇子だったのではないかと思ってしまい

ますね。でもなぜ死後 80 年ほどたってからこれほどの聖人と
なっていったのでしょうか。不思議です。

よく知られる肖像画も，聖徳太子を描いたものかどうか不

明といわれ，すくなくとも飛鳥時代のものではないようです。

参考： 歴史人電子版『大人の歴史学び直し』シリーズ「聖徳太子」，他 形原町 鈴木祥司

林光寺だより第 52号
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［本の紹介］          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

『あのときすきになったよ』 黛くみこ・さく 飯野和好・え   教育画劇 

わたしのせきは はじっこで 

うしろのせきに しっこさんがいる。 

ほんとは「きくちまりか」なんだけど、 

おしっこもらしてばっかりいるから 

「しっこ」ってなまえにされちゃった。 

でも、わたしは「きくちさん」ってよぶ。 

 

 この絵本を読むたびに思い出す友だちがいる。小学校時代、中

学校時代、いつもその子はそばにいた。一緒にリコーダーを吹き

ながら帰った。橋のたもとで、大きくなったら何になりたいか話

した。学校を休んだとき、校舎の窓から大きな声で私の名前を呼

んでくれた。一緒に卒業文集を作った。 

 

人生には、いろんなしあわせがあると思うけど、こんな友だち

がいてくれて、私は本当に幸せだと思う。さて、新学期が始まり

ました。あなたの友だちは、どんな友だちですか？ 

友だちは、一生の宝物。すてきな友だちができるといいですね。 

     （形原町 鈴木 真理） 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

合
同
墓
を
拡
張 

林
光
寺
墓
地
の
中
の
合
同
墓
が
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
た
た
め
拡
張
し
ま
し
た
。 

お
墓
を
相
続
す
る
こ
と
が
困
難
な
ど

困
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
林
光
寺
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

 

 

又は 

真宗大谷派 林光寺 検索 

 

 

 

林
光
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
で
き
ま
し
た 

左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い 
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二
〇
二
五
年
度
林
光
寺
行
事
予
定 

◇ 
真
宗
の
集
い 

 

６
月
17
日
（
火
）
午
後
１
時
半 

 
 
 
 
 
 

法
話 

ジ
ェ
シ
ー
釋
萌
海 

師 

（
敦
賀
市
高
雲
寺
住
職
） 

◇ 

夏
の
法
話
会 

 

７
月
５
日
（
土
）
午
後
１
時
半 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
話 
松
林 

至 

師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
安
城
市
西
岸
寺
住
職
） 

◇ 

盂
蘭
盆
会 

８
月
15
日
（
金
）
午
前
８
時 

◇ 

秋
季
彼
岸
会
・永
代
祠
堂
経 

９
月
20
日
（
土
）
～
26
日
（
金
） 

26
日
午
後
１
時
半 

法
話 

三
浦
真
教 
師 

◇ 

報
恩
講 

12
月
11
日
（
木
）
～
14
日
（
日
） 

11
日
午
後
１
時
半 

法
話 

梛
野
明
仁 

師 

12
日
午
後
１
時 

 

法
話 

大
橋
恵
真 

師  

13
日
午
後
１
時 

 
 

法
話 

竹
中
慈
祥 

師 

午
後
３
時 

 

御
伝
鈔 

柴
田
俊
史 

師 

14
日
午
前
８
時 

 

法
話 

織
田
慶
雄 

師 

午
後
１
時 

 
 

法
話 

尾
畑
文
正 

師 

◇ 

修
正
会 

１
月
１
日
（
木
）
午
前
９
時 

 

◇ 

春
季
彼
岸
会
・
永
代
祠
堂
経 

３
月
17
日
（
火
）
～
23
日
（
月
） 

23
日
午
後
１
時
半 

法
話 

青
木 

馨 

師 

◆ 
 

声
明
練
習
会 

未
定 

◆ 

日
曜
日
お
つ
と
め
の
会 

 

毎
週
日
曜
日
午
前
８
時 

ど
う
ぞ
、
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

 

初
盆
の
お
参
り
に
つ
い
て 

今
年
初
盆
を
迎
え
る
ご
家
庭
に
は
８
月
１３
日
か
ら
１６
日
の
間
に
お
参
り

に
伺
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

  
 

《お
庫
裡
か
ら
》 

飼
い
犬
の
ラ
ン
が
今
月
と
う
と
う
十
六
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
、
中
身
も
外

見
も
す
っ
か
り
老
犬
に
な
り
ま
し
た
。
人
間
で
い
う
と
八
十
七
歳
く
ら
い
だ
そ

う
で
す
。
そ
う
い
う
自
分
も
還
暦
を
過
ぎ
、
す
で
に
シ
ニ
ア
の
仲
間
入
り
。
気

持
ち
は
若
い
つ
も
り
で
も
、
悲
し
い
か
な
体
が
つ
い
て
い
か
ず
ち
ょ
っ
と
し
た

段
差
に
つ
ま
ず
い
た
り
す
る
こ
と
も
。
以
前
は
も
っ
と
動
け
た
は
ず
な
の
に
と

思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。 

七
十
代
八
十
代
の
方
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
・・・。 

 

自
分
の
代
わ
り
は
い
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
健
康
に
気
を
つ
け
て
頑
張
ら

な
い
と
と
思
う
毎
日
で
す
。 

（宏
美
） 


