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１０月号 
 

先
月
、
私
は
東
京
都
八
王
子
市
に
あ
る
高
尾

山
に
登
っ
て
き
ま
し
た
。
標
高
は
五
九
九
メ
ー

ト
ル
、
都
心
か
ら
一
時
間
半
も
あ
れ
ば
行
く
こ

と
の
で
き
る
名
所
と
し
て
、
い
つ
も
多
く
の
登

山
者
や
観
光
客
で
賑
わ
い
を
み
せ
て
い
ま
す
。 

私
が
訪
れ
た
日
は
、
夏
の
暑
さ
も
ひ
と
段
落

し
た
九
月
中
旬
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
家
族
連

れ
で
山
登
り
を
楽
し
む
人
た
ち
も
多
く
み
ら
れ

ま
し
た
。
中
に
は
幼
稚
園
生
く
ら
い
の
小
さ
な

子
ど
も
達
も
頑
張
っ
て
登
っ
て
い
て
、
登
山
初

心
者
の
私
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
ま
し
た
。 

今
回
、
私
が
山
登
り
を
す
る
上
で
と
に
か
く

心
配
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何

と
言
っ
て
も
山
道
で
迷
わ
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
標
高
の
高
く
な
い
山
と
い

え
ど
も
、
私
に
と
っ
て
山
登
り
は
人
生
で
二
回

目
。
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
が
頭
を
よ
ぎ
り
、
登
る

前
に
は
何
度
も
何
度
も
道
を
確
認
し
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
実
際
に
登
っ
て
み
る
と
、
道
の
い

た
る
所
に
わ
か
り
や
す
い
看
板
が
設
置
さ
れ
、

迷
う
こ
と
な
く
私
を
山
頂
へ
と

誘
い
ざ
な

っ
て
く
れ

ま
し
た
。「
こ
っ
ち
の
道
が
山
頂
方
向
、
そ
っ
ち

へ
行
く
と
違
う
所
へ
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。」

そ
ん
な
風
に
私
を
導
い
て
く
れ
た
道
し
る
べ

は
、
ど
こ
か
仏
様
の
教
え
と
も
重
な
っ
て
き
ま

す
。
人
生
の
中
で
は
幾
度
と
な
く
、
迷
っ
た
り
、

悩
ん
だ
り
し
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
仏
様
の
教
え

は
生
き
る
道
し
る
べ
と
な
っ
て
私
た
ち
を
導
い

て
く
れ
ま
す
。 

法
話
訪
問
で
毎
回
読
ん
で
い
る『
般
若
心
経
』

や
『
三
宝
御
和
讃
』。
私
た
ち
の
周
り
に
は
仏
様

の
作
っ
て
く
れ
た
道
し
る
べ
が
沢
山
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
横
目
に
通
り
過
ぎ
る
だ

け
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

身
近
な
道
し
る
べ
か
ら
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認

し
て
歩
ん
で
い
く
。
そ
の
先
に
必
ず
山
頂
が
あ

る
よ
う
に
、
仏
様
の
道
し
る
べ
の
先
に
は
必
ず

心
安
ら
か
に
な
れ
る
場
所
が
あ
る
の
で
す
。 

◆
堀
江
紀
宏

ほ

り

え

き

こ

う 

暑
か
っ
た
夏
も
過
ぎ
、
よ
う
や
く
秋
ら
し

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

私
は
、
ど
こ
か
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る
こ
の

季
節
の
雰
囲
気
が
と
て
も
好
き
で
す
。
春
は

長
い
冬
を
越
え
て
、
木
々
の
芽
吹
き
と
と
も

に
生
命
の
息
吹
を
感
じ
ま
す
が
、
秋
は
逆
に

木
々
が
葉
を
散
ら
す
季
節
で
す
。
失
う
と
き

が
、
い
つ
か
必
ず
や
っ
て
く
る
。
自
分
の
人

生
を
回
想
し
な
が
ら
、
少
し
感
傷
的
に
な
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
…
。 

な
ん
て
、
感
傷
に
浸
っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
！
今
の
研
修
生
活
も
、
ル

ン
ビ
ニ
合
掌
苑
へ
の
訪
問
も
、
私
に
と
っ
て

は
今
年
度
が
最
後
で
す
。
大
切
な
こ
の
と
き

を
、
今
後
も
精
一
杯
つ
と
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。  

 
 
 
 
 

 

◆
羽は

賀が

孝こ
う

行こ
う 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
私
達
が
ル
ン
ビ
ニ
合

掌
苑
の
訪
問
以
外
に
、
何
を
し
て
い
る
の
か
を

ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
の
基
礎
と
な
る
の
が
日
々
の
講
義
で
す
。 

こ
の
講
義
で
仏
教
・
禅
・
曹
洞
宗
の
基
礎
を

布
教
教
化
と
い
う
観
点
か
ら
学
び
直
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
、
人
権
問
題
、
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
理
論
、
社
会
福
祉
理
論
等
、
現
代
の

道
し
る
べ 

 

 

社
会
状
況
に
即
し
た
講
義
も
受
講
し
ま
す
。 

中
に
は
人
に
物
事
を
伝
え
る
に
は
ど
の
よ

う
に
話
せ
ば
よ
い
の
か
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
日
本
語
講

師
の
先
生
を
お
招
き
し
て
、
敬
語
な
ど
の
言
葉

遣
い
は
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
の
節
や
音
程
な
ど
も

踏
ま
え
て
勉
強
す
る
講
義
も
あ
り
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
講
義
で
の
学
び
を
生
か
し
て
、
皆

様
に
よ
り
深
く
仏
の
教
え
を
伝
え
ら
れ
る
よ

う
日
々
精
進
し
て
い
ま
す
。 

 

◆
畔
栁
公

く
ろ
や
な
ぎ
こ
う

潤
じ
ゅ
ん 

 

法話を発表する風景 

 

日
常
の
研
修
風
景
よ
り 

講義は基本的にスーツ。 

 

『日
々
の
講
義
』 

 

私
た
ち
、
こ
ん
な
こ
と
し
て
ま
す
！ 

 

発
行 

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
教
化
研
修
部
門 
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五
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八
五
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東
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都
港
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‐
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‐
二
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庁
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編
集
後
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先
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
で
「
萌
え
寺
」
と
し
て
話
題
と
な

っ
て
い
る
お
寺
、
日
蓮
宗
了
法
寺
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

了
法
寺
は
、
写
真
に
あ
る
よ
う
に
か
わ
い
ら
し
い
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
の
看
板
や
仏
像
が
あ
る
こ
と
で
、
今
、
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
看
板
を
作
る
際
に
ご
住
職
は
、「
こ
の
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
看
板

を
お
寺
に
置
い
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
疑
問
を
抱
い
た
よ
う
で
す
が
、

特
に
反
対
意
見
も
な
い
ま
ま
に
企
画
は
進
み
、
最
後
の
決
断
を
委
ね
て
お

み
く
じ
を
引
い
て
み
た
ら
な
ん
と
大
吉
！
い
ざ
出
し
て
み
た
ら
、
と
て
も

評
判
が
良
く
、
以
来
た
く
さ
ん
の
人
が
お
参
り
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。 

お
寺
の
中
は
ご
く
ご
く
普
通
の
作
り
で
、
伝
統
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
、

独
自
の
特
色
を
持
っ
て
仏
教
伝
道
に
励
む
ご
住
職
の
姿
は
、
私
達
に
勇
気

を
下
さ
い
ま
し
た
。
皆
様
も
是
非
か
わ
い
ら
し
い
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
見
に
了
法
寺
へ
お
参
り
し
て
み
て
下
さ
い
！ 

 
 

  
 

◆
大
澤

お
お
さ
わ

香こ
う

有ゆ
う 

死
後
か
ら
四
十
九
日
間
、
次
の
生
を
受
け
る
準
備
を
し
て
い
る
と
言
わ

れ
、
こ
の
期
間
を
中
陰

ち
ゅ
う
い
ん

ま
た
は
中
有

ち
ゅ
う
う

と
言
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
臨

済
宗
の
僧
侶
の
玄
侑
宗
久

げ
ん
ゆ
う
そ
う
き
ゅ
う

さ
ん
の
『
中
陰
の
花
』
と
い
う
芥
川
賞
受
賞

作
品
と
し
て
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

現
在
で
も
地
域
に
よ
っ
て
は
初
七
日

し
ょ
な
の
か

、
二
七
日

ふ
た
な
の
か

、
三
七
日

み

な

の

か

、
四
七
日

よ

な

の

か

、

五
七
日

ご

な

の

か

、
六
七
日

ろ
く
な
の
か

、
七
七
日

な
な
な
の
か

と
分
け
法
要
を
行
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
し
か

七
日
ご
と
の
法
要
は
時
代
の
変
化
と
と
も
に
簡
略
化
さ
れ
、
葬
儀
直
後
に

初
七
日
が
行
わ
れ
た
り
、
初
七
日
以
降
は
四
十
九
日
の
み
で
あ
っ
た
り
と

法
要
の
形
態
は
様
々
で
す
。 

四
十
九
日
は
残
さ
れ
た
遺
族
の
別
れ
の
悲
し
み
が
癒
さ
れ
、
落
ち
着
い

た
気
持
ち
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
の
死
と
向
き
合
う
た
め
の
大

切
な
期
間
で
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

◆
寺
門
典
宏

て
ら
か
ど
て
ん
こ
う 

『四
十
九
日
』 

『
諸
行
無
常

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

』 

』 

「
中
秋
の
名
月
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
秋
は

一
年
の
中
で
最
も
綺
麗
な
空
が
見
ら
れ
る
季
節

で
す
。
空
が
綺
麗
に
見
え
る
の
は
、
秋
か
ら
冬
に

か
け
て
日
本
上
空
を
ジ
ェ
ッ
ト
気
流
が
通
り
、
空

の
埃
や
塵
を
吹
き
飛
ば
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
そ

う
で
す
。 

空
を
見
上
げ
る
と
、
そ
こ
に
は
様
々
な
表
情
が

あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
朝
焼
け
、
夕
焼
け
、

曇
り
空
、
雨
空
、
宵
の
月
な
ど
、
絶
え
間
な
く
移

り
変
わ
っ
て
い
く
空
模
様
に
は
、
仏
教
の
「
諸
行

無
常
」
の
教
え
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 「
諸
行
無
常
」
と
い
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭

で
有
名
な
言
葉
で
す
が
、
本
来
は
仏
教
の
言
葉
で

す
。
「
諸
行
」
は
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
・
事

象
を
、「
無
常
」
と
は
、
世
の
中
に
は
永
久
不
滅

な
も
の
な
ど
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の

世
の
事
象
や
物
事
は
常
に
変
移
し
続
け
る
と
い

う
こ
と
で
す
。 

「
形
あ
る
も
の
は
い
つ
か
壊
れ
る
」
と
い
う
よ

う
な
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
経
験
則
か
ら
私
た

ち
は
こ
の
「
無
常
」
と
い
う
も
の
を
日
々
感
じ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
す
ぐ
に
は
変
わ
ら
な

い
、
今
し
ば
ら
く
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
そ
れ
は
目
に
見
え
な
い

だ
け
で
、
世
の
中
は
常
に
変
化
を
し
続
け
て
い

る
の
で
す
。 

 

仏
教
で
は
、「
世
の
中
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も

の
は
、
刹
那
と
呼
ば
れ
る
一
瞬
の
時
間
の
間
で

も
常
に
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
る
」
と
説
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
形
あ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、

姿
形
の
な
い
心
や
人
と
の
繋
が
り
な
ど
に
も
言

え
る
こ
と
で
す
。 

二
十
数
年
し
か
生
き
て
い
な
い
私
で
も
、
受
験

や
就
職
な
ど
で
多
く
の
人
間
関
係
に
よ
る
出
会

い
や
別
れ
を
体
験
し
て
き
ま
し
た
。
日
々
の
生
活

の
中
で
も
楽
し
さ
や
怒
り
、
悲
し
み
と
い
っ
た
感

情
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
し
て
い
る
の
を
感

じ
ま
す
。
お
釈
迦
様
も
日
々
の
生
活
の
中
で
「
無

常
」
を
感
じ
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
修
行
の
旅
に

出
ま
し
た
。
「
無
常
」
を
感
じ
る
こ
と
は
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 
 「

諸
行
無
常
」
を
理
解
で
き
れ
ば
、
物
事
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
、
執
着
を
す
る
こ
と
が
虚
し
い
こ
と

だ
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
一
時
の
出
会
い
が
そ
の

一
瞬
に
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
一
瞬
の

出
会
い
の
大
切
さ
に
も
気
づ
け
る
で
し
ょ
う
。

「
無
常
」
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
世
の
中
の
真

実
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
こ

と
に
も
繋
が
り
ま
す
。
常
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く

世
の
中
を
受
け
入
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
瞬
一

瞬
の
う
ち
に
変
化
し
て
い
く
空
模
様
が
私
た
ち

の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
一
期
一
会

の
日
々
の
出
会
い
の
素
晴
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ

る
の
で
す
。 

 

 

ひ
だ
ま
り
寺
社
巡
り 

法
の
お
話 

了法寺入り口にある看板 

『了
り
ょ
う

法ほ

う

寺じ

』 

東
京
都
八
王
子
市 

玄侑宗久さんの著書 

夕日に染まる秋空 

一
年
度 

中
野

な

か

の

太た

い

秀
し
ゅ
う 

http://www.amazon.co.jp/%E7%8E%84%E4%BE%91-%E5%AE%97%E4%B9%85/e/B003UWUFT6/ref=ntt_athr_dp_pel_1

