
　
写
真
を
撮
る
の
も
、
撮
ら
れ
る
の
も
、
好
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
撮
る
ほ
う
は
、
セ
ン
ス
が
な
い
か
ら
良
い
画
に

な
ら
な
い
の
で
諦
め
て
い
ま
す
。
撮
ら
れ
る
の
も
、
良
い

男
に
写
ら
な
い
か
ら
、「
撮
っ
て
！
撮
っ
て
！
」
な
ん
て

自
分
か
ら
は
決
し
て
い
わ
な
い
。

　
そ
ん
な
私
な
ん
か
よ
り
も
、
も
っ
と
徹

底
し
た
知
人
が
い
て
、
旅
行
中
の
集
合
写

真
に
も
絶
対
に
入
ら
な
い
女
性
が
い
ま
す
。

な
ぜ
な
の
か
。「
写
真
を
撮
ら
れ
る
と
、
魂

ま
で
と
ら
れ
る
」
と
、信
じ
て
い
る
ら
し
い
。

　
カ
メ
ラ
が
は
じ
め
て
渡
来
し
て
き
た
幕

末
で
は
あ
る
ま
い
し
、「
魂
が
と
ら
れ
る
」

と
は
た
い
そ
う
な
、
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
写
真
」
と
い
う
熟
語
。
読

み
下
す
と
、「
真
を
写
す
」
と
な
り
ま
す
。

好
く
出
来
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

お
そ
ら
く
、
写
真
機
が
日
本
に
入
っ
て
き

た
、
江
戸
時
代
末
期
か
明
治
の
文
明
開
化
の
時
代
に
造
ら

れ
た
翻
訳
語
だ
ろ
う
、
な
ど
と
想
像
す
る
の
は
、
浅
は
か

な
不
勉
強
者
の
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
推
測
と
い
う
も
の
。

　
調
べ
て
み
る
と
、
十
三
世
紀
、
中
国
は
元
の
時
代
に
編

◇
左
の
ペ
ー
ジ
で
写
真
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
千
田
完

治
さ
ん
は
、
定
年
退
職
後
、
趣
味
で
撮
っ
た
作
品
が
、
あ

ち
こ
ち
の
写
真
展
で
入
賞
し
た
り
と
か
な
り
の
腕
前
の
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
千
田
さ
ん
が
、
ふ
と
も
ら
し
た
言
葉
が

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。「
カ
メ
ラ
が
デ
ジ
タ
ル
に
な
っ
て
か
ら
、

写
真
に
迫
力
が
な
く
な
り
ま
し
た
」。
ど
う
い
う
こ
と
か
と

い
う
と
、
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
を
カ
メ
ラ
に
つ
め
こ
ん
で
撮
っ

て
い
た
時
は
、
フ
ィ
ル
ム
も
そ
こ
そ
こ
の
価
格
だ
し
、
現

像
代
も
か
か
る
。
そ
う
思
う
と
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

一
度
押
す
に
も
気
力
が
満
ち
て
い
た
。
そ
れ
が
、

デ
ジ
タ
ル
に
な
っ
て
、
保
存
も
削
除
も
自
在
だ
か

ら
、
気
軽
に
バ
シ
ャ
バ
シ
ャ
撮
れ
る
。
そ
れ
は
便

利
で
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
だ
が
、「
迫
力
が
な
く

な
っ
た
」、
と
い
う
の
で
す
。

◇
写
真
と
い
え
ば
、
毎
年
八
月
十
五
日
が
近
く
な
る
と
、

よ
く
新
聞
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
熊
谷
大
空
襲
の
写
真
が
あ

り
ま
す
。
撮
影
し
た
の
は
佐
藤
虹
二
氏
（
一
九
一
一
〜
五

五
）。
お
檀
家
で
す
。
そ
の
虹
二
氏
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
時
あ
の
瞬
間
の
手
ご
た
え
は
忘
れ
ら

れ
な
い
。
猟
人
が
獲
物
を
落
と
し
た
時
に
も
似
た
境
地
が

あ
ろ
う
」、
と
。
詳
し
く
は
拙
書
『
お
う
ち
で
禅
』、
２
０

２
ペ
ー
ジ
に
書
き
ま
し
た
。

◇
デ
ジ
タ
ル
の
写
真
に
ま
つ
わ
る
話
を
ひ
と
つ
。
あ
る
お
婆

さ
ん
が
、
お
孫
さ
ん
の
成
人
式
に
家
族
で
食
事
を
し
た
の
だ

そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
撮
っ
た
写
真
を
お
嫁
さ
ん
が
、「
小

さ
な
電
話
（
ス
マ
ホ
）
の
画
面
で
見
せ
て
く
れ
る
だ
け
。
紙

に
現
像
し
て
く
れ
な
い
」
と
グ
チ
る
の
で
す
。
お
婆
さ
ん
の

気
持
ち
わ
か
る
け
ど…

…

。

◇
写
真
を
趣
味
と
し
て
い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
場

合
の
趣
味
は
英
語
で
い
う
と
、ｈ
ｏ
ｂ
ｂ
ｙ
。
辞
書
は
「
向

上
心
を
持
ち
、
一
人
で
長
時
間
打
ち
込
む
活
動
」
と
説
明
し

て
く
れ
ま
す
。
そ
う
か
、
大
人
数
で
ワ
イ
ワ
イ
や
る

の
は
、
趣
味
で
は
な
い
の
か
。

◇
一
人
と
い
え
ば
、『
孤
独
の
グ
ル
メ
』
と
い
う
漫

画
が
あ
り
ま
す
。
テ
レ
ビ
化
さ
れ
て
い
て
、
何
度
も

再
放
送
さ
れ
、
現
在
ま
で
続
く
静
か
な
人
気
番
組
の

よ
う
で
す
。
主
人
公
の
井
之
頭
五
郎
が
、
仕
事
の
合
間
に
立

ち
よ
っ
て
食
事
す
る
グ
ル
メ
漫
画
で
す
が
、
一
人
で
食
事
す

る
か
ら
「
孤
独
」
で
す
。
し
か
も
、
初
め
て
の
店
で
何
を
食

べ
る
か
も
、
他
人
に
相
談
し
な
い
で
、
自
分
だ
け
で
決
め
る

か
ら
、「
孤
独
」
で
す
。
孤
立
は
い
け
な
い
け
れ
ど
、
孤
独

は
好
い
。
仏
教
は
凜
と
し
た
「
孤
独
の
す
す
め
」
の
宗
教
な

の
で
は
。
そ
ん
な
テ
ー
マ
で
は
じ
ま
る
、
四
月
か
ら
の
連
載

を
書
き
始
め
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
後
日
ま
た
。
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集
さ
れ
た
禅
の
書
物
に
、「
谷
川
の
水
が
真
を
写
し
て
、

細
い
影
が
清
い
（
渓
水
真
を
写
し
て
、
痩
影
清
し
）」
と

い
う
詩
の
一
節
が
あ
る
し
、
仏
教
経
典
に
も
、「
写
真
言
」

と
か
「
写
真
像
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
か
ら
、「
写
真
」

と
い
う
言
葉
に
は
、
長
い
歴
史
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　
そ
ん
な
古
い
熟
語
を
、
十
九
世
紀
の
最

先
端
技
術
に
あ
て
は
め
た
の
が
す
ご
い
。

最
近
は
外
国
か
ら
入
っ
て
く
る
言
葉
を
な

ん
の
工
夫
も
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ

ナ
で
表
記
し
て
し
ま
う
の
も
味
気
な
い
。

　
で
も
、中
国
に
は
漢
字
し
か
な
い
か
ら
、

今
で
も
す
べ
て
を
翻
訳
し
て
い
る
ら
し

い
。
た
と
え
ば
、
現
代
中
国
語
で
ウ
イ
ル

ス
は
、「
病
毒
」
と
言
う
ん
だ
っ
て
。
怖

そ
う
だ
！

　
さ
て
、
檀
家
の
千
田
完
治
さ
ん
の
写
真

を
掲
げ
ま
し
た
。
夕
陽
の
景
色
で
す
。

で
も
、
お
正
月
だ
か
ら
、「
初
日
の
出
」
と
タ
イ
ト
ル
を

つ
け
て
も
、
通
用
す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
と
、
わ

か
っ
て
い
そ
う
で
、
わ
か
ら
な
い
の
が
真
実
で
す
。

（
住
職
記
）

「
寿
」
の
字
は
、
福
岡
市
・
博
多
に
あ
る
聖
福
寺
（
し
ょ

う
ふ
く
じ
）
の
現
住
職
、
細
川
白
峰
（
び
ゃ
く
ほ
う
）
老

師
の
ご
染
筆
で
す
。

　
聖
福
寺
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、「
扶
桑
最
初
禅
窟

(

ふ
そ
う
さ
い
し
ょ
ぜ
ん
く
つ)

」。
つ
ま
り
、
日
本
で
一

番
は
じ
め
の
禅
寺
。
な
に
し
ろ
、
中
国
か
ら
祖
師
禅
を
最

初
に
伝
え
た
栄
西
禅
師
（
一
一
四
一
〜
一
二
一
五
）
が
開

い
た
お
寺
で
す
か
ら
、
京
都
に
あ
る

本
山
・
妙
心
寺
よ
り
も
古
い
。
現
住

職
は
百
三
十
三
世
だ
と
い
う
か
ら
、

歴
史
の
重
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
重
い
歴
史
の
な
か
で
、
軽
く
洒
脱

な
墨
跡
と
逸
話
で
博
多
の
町
衆
に
慕

わ
れ
た
住
職
に
仙
厓
（
せ
ん
が
い
）

禅
師
（
一
七
五
〇
〜
一
八
三
七
）
が

お
ら
れ
ま
す
。

　
禅
師
が
書
か
れ
た
「
○
□
△
」
の

洒
落
た
墨
跡
を
ど
こ
か
で
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
で
し

ょ
う
。
現
在
で
は
仙
厓
筆
の
多
く
が
、
東
京
・
丸
の
内
に

あ
る
出
光
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
墨
跡
の
中
で
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
に
、
柳
の

画
に
添
え
た
「
気
に
入
ら
ぬ
風
も
あ
ろ
う
に
柳
か
な
」
の

句
が
あ
り
ま
す
。
五
七
五
で
春
の
季
語
、「
柳
」
も
あ
る

か
ら
俳
句
な
の
で
し
ょ
う
が
、
禅
師
ご
自
身
の
作
な
の

か
？
。
こ
の
句
が
登
場
す
る
落
語
も
あ
る
か
ら
、
当
時
流

行
っ
て
い
た
戯
れ
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
！
。

「
天
災
」と
い
う
落
語
に
、次
の
よ
う
な
噺
が
あ
る
の
で
す
。

麻
生
芳
伸
編
『
落
語
百
選
　
秋
』（
ち
く
ま
文
庫
）
か
ら

拝
借
し
ま
す

　
大
店
（
お
お
だ
な
）
の
ご
隠
居
が
、
め
っ
ぽ
う
け
ん
か

っ
早
い
八
五
郎
に
、
喧
嘩
相
手
は
「
探
し
ち
ゃ
ァ
い
け
な

い…
…

こ
れ
が
す
な
わ
ち
堪
忍
と
い
う
心
持
ち
。〈
堪

忍
の
な
る
堪
忍
は
誰
も
す
る
、
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪

忍
〉〈
堪
忍
の
袋
を
つ
ね
に
胸
に
か
け
、
破
れ
た
ら
縫

え
破
れ
た
ら
縫
え
〉、
東
照
神
君
家
康
公
の
申
さ
れ
た

こ
と
だ
そ
う
だ
」
と
さ
と
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、「
手
折
（
た
お
）
ら
る
る
人
に
薫
る
や
梅

の
花
」
と
加
賀
千
代
女
の
句
を
引
い
た
あ
と
に
、「
気

に
入
ら
ぬ
風
も
あ
ろ
う
に
柳
か

な
」
と
、
ど
ん
な
風
で
も
さ
ら
り

と
受
け
流
し
て
や
り
す
ご
す
、
柳

の
心
が
ま
え
を
教
え
る
一
節
が
あ

り
ま
す
。「
気
に
入
ら
ぬ
風
も
あ

ろ
う
に
柳
か
な
」
は
仙
厓
禅
師
作

で
は
な
く
て
、
そ
の
頃
、
流
行
し

て
い
た
句
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

流
行
歌
を
墨
跡
に
す
る
禅
僧
。
粋

で
は
な
い
で
す
か
。

　
さ
て
、
ま
ん
中
に
掲
げ
た
「
寿
」
の
字
の
背
後
に
何

や
ら
袋
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
何
の
な
の
か
。

も
し
か
し
た
ら
、
堪
忍
袋
か
も
。

　
家
康
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
、「
堪
忍
の
袋
を
つ

ね
に
胸
に
か
け
、
破
れ
た
ら
縫
え
破
れ
た
ら
縫
え
」 

と

い
う
文
句
が
胸
に
ひ
び
き
ま
す
。

　
だ
れ
だ
っ
て
、
我
慢
で
き
ず
に
発
散
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
で
よ
い
。
で
も
、
も
う
一

度
我
慢
し
て
み
る
。
苦
労
人
で
現
実
主
義
者
の
家
康
ら

し
い
名
言
で
す
。
と
、
書
い
て
き
て
、
何
か
に
似
て
い

る
な
、
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
そ
う
そ
う
、
緊
急
事
態
宣
言
み
た
い
な
も
の
で
す
。

ゆ
る
め
て
、
し
め
て
、
ま
た
ゆ
る
め
て
。
新
し
い
年
も

続
く
の
か
な
。

つけた！

禅にこんな問答があります。原

文は漢文ですが、現代語に超訳

してみます。修行僧がお師匠さ

んに尋ねます。

「道とは何ですか」「道か、その

垣根の外にあるやないか」「そん

なちっぽけな道ではありません。

天下の大道を尋ねているんです」

「大道か、それならば新幹線が通

り、高速道路もあるじゃないか」

「大道長安に透る」という禅語の

語源になっている問答です。つ

まり、仏教といっても、禅とい

っても、特別なものではなくて、

日常生活の中にいくらでもある

よ。といったところでしょうか。

そこで、街頭に禅を探し、現代

に仏教を見つけるコーナーをつ

くりました。

見

連続シリーズ「見つけた」

写真　千田完治

編　

集

後　

記


