
1  

 

  

質
問
① 

ご
自
身
の
歴
史 

 ・
ご
自
身
の
価
値
観
や
仕
事
観
の
形

成
に
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ

る
、
人
生
中
の
濃
い
期
間
や
転
機
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

昭
和
26
年
生
ま
れ
。
生
ま
れ
た
場

所
は
こ
こ
永
昌
院
で
す
。
こ
の
時
代

は
戦
争
直
後
の
荒
廃
が
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
お
寺
の
境

内
な
ど
の
ち
ょ
っ
と
で
も
平
ら
な
場

所
に
畑
を
つ
く
る
な
ど
し
な
が
ら
、

矢
坪
地
区
住
民
が
力
を
合
わ
せ
生
き

て
き
た
時
代
で
し
た
。 

 

出
身
学
校
は
山
梨
小
学
校
で
、
往

き
40
分
と
帰
り
60
分
を
か
け
徒
歩
で

登
校
し
て
い
ま
し
た
。
毎
日
道
す
が

ら
野
遊
び
し
な
が
ら
帰
宅
し
て
い
た

た
め
、
そ
れ
以
上
時
間
が
か
か
っ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。
中
学
校
は
小
学

校
隣
接
の
山
梨
中
学
校
出
身
で
、
自

転
車
で
通
っ
て
い
ま
し
た
。
矢
坪
ま

で
自
転
車
で
登
っ
て
く
る
の
は
大
変

な
の
で
、
自
転
車
は
山
根
地
区
に
置

い
て
の
登
校
で
す
。
そ
の
後
、
日
川
高

校
に
進
学
し
、
続
け
て
東
京
の
駒
澤

大
学
に
進
学
し
東
洋
史
を
専
攻
し
ま

し
た
。
今
考
え
る
と
、
東
洋
史
も
興
味

深
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
っ
と
日
本

史
を
突
っ
込
ん
で
勉
強
し
て
み
た
か

っ
た
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 大

学
卒
業
後
は
ま
ず
、
福
井
県
に
あ

る
曹
洞
宗
大
本
山
で
あ
る
永
平
寺
に

て
仏
教
修
行
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
山
根
に
あ
る
宗
禅
寺
の
住
職
が

戦
後
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
山
梨
に

戻
り
住
職
を
務
め
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。
宗
禅
寺
住
職
は
昭
和
49
年
～

平
成
14
年
の
28
年
間
務
め
ま
し
た
が
、

平
成
9
年
か
ら
は
永
昌
院
の
住
職
も

務
め
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
一
時

的
に
兼
職
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

 
 上

記
の
と
お
り
、
私
の
人
生
を
振
り

返
る
と
宗
禅
寺
住
職
と
し
て
の
時
期

が
長
く
、
こ
の
期
間
に
出
会
っ
た
人

達
や
起
こ
っ
た
出
来
事
が
、
今
の
私

の
価
値
観
や
人
生
観
を
形
作
っ
て
い

る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

 ■聞き取り地区 

山梨地区矢坪 

 

■聞き取り場所 

曹洞宗 竜石山永昌院 

 

■聞き取り対象 

永昌院住職 堀内正樹さん 
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住
職
に
成
り
立
て
の
頃
、
私
の
年

齢
は
ま
だ
20
代
前
半
で
し
た
。
住
職

と
し
て
何
を
や
る
べ
き
か
・
ど
う
あ

る
べ
き
か
、
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い

事
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
中

に
お
い
て
、
檀
家
の
長
老
を
中
心
と

し
た
方
々
か
ら
は
、
人
生
の
練
達
者

と
し
て
様
々
な
教
え
を
頂
き
ま
し
た
。

そ
の
際
は
、
決
し
て
私
に
直
言
し
叱

り
つ
け
る
よ
う
な
や
り
方
を
せ
ず
、

自
分
達
の
誤
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に

話
を
し
、
私
に
間
接
的
に
問
題
を
伝

え
る
よ
う
な
や
り
方
で
あ
っ
た
の
が

常
で
し
た
。 

 

こ
の
中
で
私
は
、
だ
ん
だ
ん
と
寺

院
を
荒
廃
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
中
心
地
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
く

事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。  

中
で
も
一
番
記
憶
に
残
っ
て
い
る

の
は
、
10
年
間
に
渡
り
継
続
的
に
行

っ
た
お
彼
岸
の
早
朝
座
禅
会
で
す
。

座
禅
会
に
は
、
年
齢
や
農
業
や
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
な
ど
職
業
を
問
わ
ず
様
々

な
地
域
住
民
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し

た
が
、
特
に
子
供
た
ち
が
参
加
し
て

く
れ
た
の
が
非
常
に
良
い
こ
と
で
し

た
。
早
朝
5
時
か
ら
の
座
禅
会
に
子

供
が
自
主
的
に
参
加
す
る
こ
と
自
体

が
褒
め
る
と
こ
ろ
な
の
に
、
中
に
は

毎
日
来
て
く
れ
る
子
す
ら
い
た
の
で

す
。 

  

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
来
て
く
れ

た
子
供
は
ち
ゃ
ん
と
褒
め
る
」
、
「
来

な
か
っ
た
子
供
を
決
し
て
叱
ら
な

い
」
、
「
座
禅
会
の
よ
う
な
非
日
常
に

身
を
置
く
こ
と
自
体
が
子
供
に
非
常

に
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。 

3
番
目
に
つ
い
て
は
、
宗
教
的
な
観

点
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

非
日
常
に
身
を
置
き
静
か
に
時
間
を

過
ご
す
体
験
が
、
自
分
の
中
に
自
分

 

『曹洞宗 龍石山 永昌院』の紹介 (HP より) 

 

武田信玄の曾祖父信昌を開基とし、永正元年（１５０４）年に開

創されました。 

 境内には史蹟である信昌の墓があるほか、県指定文化財の「永昌

院銅鍾」や「木造十一面観音菩薩立像」など貴重な文化財が数多

く残されています。境内から甲府盆地を見渡せる絶好のロケーシ

ョンの由緒あるお寺です。 
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を
制
御
す
る
も
う
一
人
の
自
分
を
形

成
す
る
契
機
に
な
る
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
す
。
や
っ
て
良
い
こ
と
と
悪

い
こ
と
を
き
ち
ん
と
判
断
し
、
自
分

を
制
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り

良
い
地
域
社
会
の
形
成
や
社
会
生
活

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て

い
ま
す
。 

  

質
問
② 

現
在
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

 

■
季
節
単
位 

季
節
ご
と
に
変
化
す
る
生
活
ぶ
り
を

簡
潔
に
教
え
て
下
さ
い
。 

 

・
春 

梅
が
咲
く
。
春
に
な
っ
た
か
ら
梅
が

咲
く
の
で
は
な
い
。 

梅
が
咲
く
こ
と
を
全
身
で
感
じ
取
り
、

わ
が
心
に
春
を
起
こ
し
て
行
く
の
で

あ
る
。 

次
々
に
開
く
花
々
が
、
春
を
心
に
呼

び
起
こ
し
て
行
く
。
彼
岸
を
迎
え
、
寺

の
行
事
や
法
要
も
増
え
て
い
く
。 

忙
し
さ
の
中
に
春
を
実
感
す
る
。 

 

・
夏 

除
草
に
追
わ
れ
る
季
節
の
到
来
。 

盆
の
前
ま
で
は
草
と
の
戦
い
。
夢
中

に
終
る
多
忙
の
盆
。
盆
が
過
ぎ
て
み

れ
ば
今
年
の
夏
も
草
と
の
戦
い
に
は

敗
れ
そ
う
だ
。 

花
は
愛
惜
に
散
り
、
草
は
棄
嫌
に
生

ふ
る
。
戦
お
う
な
ど
と
思
っ
て
い
る

こ
と
が
間
違
い
な
の
だ
、
と
気
が
つ

け
ば
、
緑
陰
の
涼
風
が
心
の
平
常
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
る
。 

 

・
秋 

果
樹
農
業
地
域
の
山
梨
の
夏
は
行
事

が
少
な
め
、
そ
の
分
秋
は
す
べ
て
の

行
事
、
法
要
、
研
修
が
目
白
押
し
と
な

る
。 

植
物
の
成
長
が
止
ま
り
終
息
に
向
か

う
美
し
さ
、
紅
葉
の
季
節
で
あ
る
。
自

然
の
移
り
変
わ
り
を
心
静
か
に
受
け

入
れ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
枯
葉
掃
除

の
労
苦
な
ど
全
く
感
じ
な
い
。 

あ
あ
、
疲
れ
た
、
な
ど
と
は
言
う
が
。 

 
・
冬 

寺
の
年
末
年
始
は
忙
し
い
。 

古
来
よ
り
の
行
事
を
大
切
に
守
り
伝

え
た
い
。 

年
齢
を
重
ね
る
毎
に
寒
さ
が
身
に
し

み
る
が
、
行
く
年
を
し
め
く
く
り
、
来

る
年
を
心
新
た
に
迎
え
る
こ
と
で
、

命
の
大
切
さ
を
確
認
で
き
る
貴
重
な

時
期
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
の
で

あ
る
。 
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■
1
週
間
単
位 

 

 

週単位の生活ぶりを記載頂いています。 

今回は、堀内さんの夏季期間中の過ごし方を記載して頂きました。 
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質
問
③ 

よ
く
使
う
仕
事
道
具 

 

・
生
業(

な
り
わ
い)

が
人
の
人
生
を
形

作
る
と
の
観
点
か
ら
、
仕
事
道
具
は
人

の
生
き
ざ
ま
を
具
現
す
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
一
点
も
の
で
も
消
耗
品

で
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
な
仕
事

道
具
を
一
つ
見
せ
て
く
だ
さ
い
。 

 

仕
事
道
具
と
い
う
質
問
は
私
に
と

っ
て
は
難
し
い
質
問
で
す
。
私
に
と

っ
て
は
本
で
し
ょ
う
か
。 

本
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

あ
え
て
一
つ
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

『
正
法
眼
蔵
隋
聞
記
に
学
ぶ
』
と
い

う
本
で
す
ね
。 

 

「
正
法
眼
蔵
隋
聞
記
」
と
い
う
の

は
、
曹
洞
宗
開
祖
道
元
禅
師
の
弟
子

で
永
平
寺
2

世
で
あ
る
孤
雲
懐
奘

(

こ
う
ん
え
じ
ょ
う)

が
記
し
た
曹
洞

禅
の
語
録
書
で
、
懐
奘
が
約
20
年
間

に
わ
た
り
師
・
道
元
に
つ
き
従
っ
て

い
た
時
の
メ
モ
が
も
と
に
な
っ
て
お

り
、
道
元
が
弟
子
た
ち
に
説
い
た
言

葉
や
道
元
と
の
問
答
を
克
明
に
筆
記

し
た
も
の
で
す
。 

 

ど
う
い
う
考
え
方
で
生
き
て
い
け

ば
よ
い
の
か
自
分
の
問
い
か
け
に
答

え
て
く
れ
る
も
の
、
自
分
の
生
き
方

の
指
針
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の

よ
う
な
も
の
は
住
職
だ
か
ら
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
中
の
一
員

と
し
て
生
き
て
い
る
誰
し
も
持
っ
て

い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
私

に
と
っ
て
は
『
正
法
眼
蔵
隋
聞
記
』
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
本
に
書
い
て
あ
る
事
を
ひ
と

つ
紹
介
し
ま
す
。 

「
古
人
い
わ
く
、
霧
の
中
を
行
け
ば
、

覚
え
ざ
る
に
衣
湿
る
」 

（
先
が
見
え
な
い
よ
う
な
濃
い
霧
の
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中
を
歩
い
て
い
る
と
い
つ
の
間
に
か

衣
服
が
湿
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
は

身
を
置
く
環
境
に
よ
っ
て
無
意
識
の

う
ち
に
受
け
る
影
響
が
あ
る
。
） 

よ
き
人
に
近
づ
け
ば
良
い
人
に
な
れ

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
す
べ
て

に
通
じ
る
こ
と
で
す
ね
。 

 

例
え
ば
、
自
分
の
子
供
を
育
て
る

時
も
、
霧
の
中
を
歩
か
せ
て
い
く
の

が
良
い
。「
こ
う
い
う
人
に
な
れ
」
と

い
き
な
り
水
を
か
け
た
り
す
る
か
ら

変
な
こ
と
に
な
る
。
環
境
を
整
え
て
、

そ
の
中
を
歩
ま
せ
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
子
供
が
し
ゃ
べ
り
始
め
る
前
か

ら
親
が
神
様
に
手
を
合
わ
せ
る
背
中

を
見
せ
て
お
け
ば
、
感
謝
す
る
と
い

う
意
味
や
気
持
ち
が
伝
わ
る
わ
け
で

す
。
だ
い
た
い
中
学
生
く
ら
い
に
な

る
と
子
供
は
理
屈
を
言
い
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
で
、
ち
ゃ
ん
と
手
を
合
わ
せ
て

感
謝
し
ろ
な
ん
て
口
で
言
っ
た
ら
反

発
し
ま
す
よ
ね
。
も
う
そ
の
時
は
言

わ
な
く
て
い
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に

み
せ
て
お
く
事
が
大
切
で
す
。
そ
し

て
反
発
す
る
時
期
に
は
親
は
だ
ま
っ

て
い
れ
ば
い
い
。
そ
れ
を
乗
り
越
え

た
時
に
子
供
が
分
か
れ
ば
い
い
ん
で

す
。 

矢坪神楽の様子 
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質
問
④ 

ご
自
身
が
お
住
み
の
地
区
に

つ
い
て
思
う
と
こ
ろ 

 

・
地
区
の
自
然
環
境
、
歴
史
、
風
俗(

祭

り
な
ど
伝
統
的
な
も
の)

な
ど
の
特
徴

を
あ
な
た
の
視
点
で
紹
介
し
て
く
だ

さ
い
。 

 

地
区
に
い
る
と
そ
の
地
区
の
不
便

な
部
分
ば
か
り
を
先
に
感
じ
取
っ
て

し
ま
う
傾
向
が
あ
る
が
、
決
し
て
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
確

か
に
矢
坪
は
、
山
際
に
あ
り
急
傾
斜

の
道
路
も
多
い
こ
と
か
ら
、
あ
る
時

代
ま
で
は
雪
は
も
ち
ろ
ん
強
い
雨
が

降
る
だ
け
で
自
動
車
が
乗
り
入
れ
で

き
な
い
事
態
に
陥
っ
た
り
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
現
在
で
は
通
勤
・
通
学
の

不
便
も
減
り
、
地
区
内
の
空
き
家
は

少
な
く
、
空
き
家
が
で
れ
ば
借
り
手

や
買
い
手
が
つ
く
よ
う
な
地
区
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
隔
絶
し
て
い
る

立
地
ゆ
え
に
地
区
内
で
力
を
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
簡
易

水
道
づ
く
り
や
境
内
の
電
柱
撤
去
な

ど
地
区
内
の
出
来
事
は
ち
ゃ
ん
と
協

同
し
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
現
在
に
至
っ
て
も
3
月
に
は
武

田
信
昌
公
の
彼
岸
に
関
わ
る
儀
式
が

行
わ
れ
、
小
正
月
に
は
矢
坪
神
楽
が

行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

質
問
⑤ 

外
に
向
け
た
地
区
の
情
報
発

信
と
地
区
内
へ
の
情
報
伝
達 

 ・
他
地
区
に
紹
介
し
た
い
ご
自
身
の

地
区
の
良
い
と
こ
ろ
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。 

・
ご
自
身
の
地
区
へ
の
意
見
な
ど
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

地
区
へ
の
情
報
伝
達
と
し
ま
し
て

は
、
例
え
ば
「
交
通
環
境
が
悪
い
」
と

い
う
問
題
へ
、「
新
し
い
道
路
を
作
る
」

と
い
う
対
策
を
安
易
に
持
ち
出
さ
な

い
で
も
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

な
ど
と
考
え
た
り
し
ま
す
。 

 

矢
坪
と
い
う
地
区
や
永
昌
院
は
、

交
通
環
境
が
五
百
年
前
と
大
差
な
い

こ
と
で
五
百
年
前
の
感
覚
を
呼
び
起

こ
さ
せ
る
側
面
が
あ
り
、
境
内
か
ら

眺
め
る
山
梨
市
街
の
場
景
は
五
百
年

前
の
甲
斐
武
田
氏
当
主
達
が
眺
め
た

も
の
と
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
す
。
地

区
の
方
に
は
、
そ
の
よ
う
な
地
区
の

変
わ
ら
な
い
価
値
を
大
切
に
す
る
心

を
変
わ
ら
ず
に
持
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
嬉
し
い
で
す
。 

 

ま
た
、
地
区
外
の
方
に
は
、
時
に
は

往
年
の
武
士
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
物

思
い
に
耽
る
た
め
に
矢
坪
を
訪
れ
て

い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。 

 

な
お
、
こ
れ
ま
で
に
沢
山
の
地
区

外
の
方
が
、
歴
史
や
文
化
財
の
勉
強

会
や
フ
ッ
ト
パ
ス
で
、
永
昌
院
を
訪

問
し
て
い
ま
す
。「
歩
け
歩
け
」
運
動

で
遠
く
か
ら
来
て
下
さ
る
方
も
い
れ
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ば
、
日
川
地
区
や
石
森
地
区
な
ど
か

ら
歩
き
で
来
て
下
さ
る
方
も
い
ま
す
。

そ
の
際
に
文
化
財
の
開
帳
や
説
明
な

ど
も
随
時
行
い
、
地
区
の
魅
力
発
信

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

一
つ
残
念
な
の
は
、
永
昌
院
に
限

ら
ず
で
は
あ
り
ま
す
が
、
市
内
の
歴

史
的
建
造
物
や
文
化
財
へ
の
誘
導
が

あ
ま
り
上
手
く
で
き
て
い
な
い
こ
と

で
す
。
永
昌
院
は
、
山
際
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
道
が
わ
か
り
に
く
い
面
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に

幾
つ
か
の
手
製
看
板
を
設
置
さ
せ
て

貰
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
分

か
り
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

何
か
良
い
方
策
は
な
い
も
の
か
と
常

日
頃
か
ら
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

 

質
問
⑥ 

他
地
区
に
つ
い
て 

 

・
山
梨
市
の
地
区
で
、
ご
自
身
が
行
っ

た
こ
と
な
い
が
知
り
た
い
／
行
っ
て

み
た
い
地
区
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ

さ
い
。 

 

三
富
地
区
を
も
っ
と
知
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
勿
論
、
全
く
知
ら
な

い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
知

ら
な
い
深
い
も
の
が
ま
だ
三
富
に
は

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
考
え

た
り
し
ま
す
。 

 
 矢

坪
地
区
を
出
発
し
三
富
を
経
て
埼

玉
県
秩
父
に
つ
な
が
る
道
は
、
秩
父

往
還
道
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
の
道

は
僧
侶
が
往
来
す
る
道
で
も
あ
り
ま

し
た
。
特
に
戦
国
時
代
に
は
僧
侶
が

通
信
使
と
な
り
頻
繁
な
往
来
を
し
て

い
ま
し
た
し
、
川
浦
に
は
関
所
跡
が

あ
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
秩
父
に
は

永
昌
院
の
末
寺
が
あ
り
ま
す
し
、
幕

末
時
点
の
永
昌
院
住
職
は
三
富
出
身

で
あ
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に
関
係
が

あ
る
三
富
地
区
に
つ
い
て
よ
り
多
く

の
こ
と
を
知
る
こ
と
で
、
矢
坪
や
山

梨
市
を
大
き
な
観
点
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
と
考
え
て
お
り
ま

す
。 

 


